
ラテン語の系統と構造
――日本語との言語類型論的比較――

吉 田 育 馬

Ⅰ. 本稿の目的

本稿は印欧語族の 1言語であるラテン語の語族内での位置付けを示した上で, その構造に関し

て語順, 有生性の問題, 母音交替 (アプラウト������[独]) に於いて日本語と言語類型論的な比
較を試みるものである. 詰まり, 言語というものが系統的な違いや表面上の不一致を乗り越えて,

根本的な所で共通するのであるということを示したい.

Ⅱ. ラテン語の系統

ラテン語は言う�もなく印欧語族 (インド・ヨーロッパ [印度欧羅巴] 語族) に属している. 西暦

1786年 (天明 6年), 印度のカルカッタに赴任していたイギリス人���������������(1746 [延享 3]
－1794 [寛政 6]) による印欧語族の着想以来 222年間ラテン語は明々白々たる印欧語族の一員で

ある. この大言語家族は次の10のグループと独立言語に分かれた (我が説).

新印欧語大グループ

東部方言グループ

印度・イラン語派

・印度語派 ヴェーダ語, 古典梵語, パーリ語, 現代印度諸語 (ヒンディー語 [印度共和国], ウル

ドゥー語 [パキスタン], ベンガル語 [バングラデッシュ], シンハラ語 [スリランカ] 等)

・イラン語派 東 アヴェスタ語, パシュトー語 (アフガニスタン), スキュティア語 (現ウクライ

ナ ヘロドトス 『歴史』 等に記録された単語や固有名詞に残る. 『歴史』 第 1 巻106節

の������｢おんな病｣ や第 4巻59節に出て来る ������[竈の女神] 等),メディア語
(紀元前 8世紀, 今日のイランの地に王国を建国, 古代波斯語への借用語やヘロドト

ス 『歴史』 に記録された単語 [第 1 巻110 節に出て来る ｢犬｣ を意味する�����等]
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に残る)

西 古代波斯語 (楔形文字. 紀元前 6～4世紀), 現代波斯語 (亜剌比亜文字)

アルメニア語派 アルメニア語 (紀元後 5世紀～ )

希臘語派 希臘語 (紀元前15～12世紀 ミュケーナイ線文字�, 紀元前 8世紀～ 希臘文字),

古代マケドニア語 (現希臘北部. 希臘古典に記された固有名詞や普通名詞に残る. アレキサ

ンドロス大王 [歴山王] の母語)

独立グループ

アルバニア語派 アルバニア語, ダーキア語 (現ルーマニア) (？)

北部方言グループ

バルト・スラブ語派

・バルト語派 東 リトアニア語, ラトビア語

西 古プロシア語 (現独逸から波蘭にかけてのバルト海沿岸)

・スラブ語派 東 露西亜語, 白露西亜語, ウクライナ語

西 波蘭語, チェコ語, スロバキア語, ソルブ語 (独逸領内)

南 古代教会スラブ語, 勃牙利語, マケドニア語, セルボ・クロアチア語, ス

ロベニア語

ゲルマン語派 東 ゴート語 (紀元後 4世紀中葉僧正������による新約聖書の翻訳), ヴァンダル語
(����������が北阿弗利加に王国を建国), ブルグンド語 (南東仏蘭西に王国を建国.

その地���������が���������の語源)
北 原ノルド語 (紀元後 2～７世紀のルーン文字碑文. タキトゥスの言う所の��������

がこれにあたる), アイスランド語, 諾威語, フェーロー語 (丁抹領フェーロー

諸島), 瑞典語, 丁抹語

西 英語, フリージア語 (蘭領���������州, 北西独逸���������地区, 独領������������������州西岸と北フリージア諸島) (以上アングロ・フリージア語群), フランク
語 (紀元後 5世紀にフランク王国を建国. 故郷に残った低フランク語が阿蘭陀語の

祖先), 阿蘭陀語, 独逸語, ランゴバルド語 (紀元後 6～8 世紀に北伊太利亜に

王国を建国. ���������州に名残る)
古印欧語大グループ

西部方言グループ

イタリック語派 オスク・ウンブリア語群 オスク語 (現南伊太利亜), ウンブリア語 (現羅馬北

東の伊太利亜������州), パエリーグニー語,マルシー語, マッルーキーニー語,
サビーニー語, ウェスティーニー語, ウォルスク語 (何れも現羅馬周辺の東部及

び南部)
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ラテン・ファリスク語群 ファリスク語 (現羅馬の北), ラテン語 (紀元前 6 世

紀～紀元後 5 世紀. 古典期紀元前 1 世紀), ロマンス諸語 (伊太利亜語, ダルマチア

語 [19世紀末死滅], ルーマニア語, レト・ロマン語, 仏蘭西語, プロバンス語, ガス

コーニュ語, カタルーニャ語, 西班牙語, ガリシア語, 葡萄牙語)

ケルト語派 大陸ケルト諸語 ガリア語 (紀元前 2世紀～紀元後 4世紀 現仏蘭西, 北伊太利亜, 瑞西,

独領ラインラント, ベネルクス, 墺太利, スロベニア), ブリタンニア

語 (現ブリテン島. ブリティッシュ語群に発展), ガラティア語 (現土

耳古中央部), レポント語 (現アルプス湖水地方), ケルトイベリア

語 (現西班牙中央高地), ルシタニア語 (現葡萄牙)

ブリティッシュ語群 ウェールズ語, コーンウォール語 (18世紀末死滅), ブルトン

語 (仏領��������)
ゴイデリック語群 原愛蘭土語 (紀元後 4～6 世紀のオガム文字碑文), 愛蘭土語, ス

コットランド・ゲール語(英領スコットランド西北海岸, へブリデー

ズ��������諸島), マン島語 (英領���島で1974年 [昭和49年] 死

滅)

独立グループ

トカラ語派 トカラ語�, トカラ語�(清国ジュンガル部 [現中華人民共和国新疆維吾爾自治区]で 1895

年 [光緒21年] に発見された中世語)

アナトリア語派 東 ヒッタイト語 (紀元前17～12世紀 楔形文字 記録された最古の印欧語 土耳古

共和国中央部)

西 パラー語 (楔形文字), リューディア語 (アルファベット 紀元前 7～4 世紀

世界初の鋳造貨幣 土耳古共和国西部), ルウィ語群 (ルウィ語 [楔形文字], 象

形文字ルウィ語, リュキア語 [アルファベット 紀元前 5～4 世紀 土耳古地中海

岸]), カーリア語 (アルファベット 歴史の父ヘロドトスはこのカーリア王国の

首都ハリカルナッソス �������������[現土耳古共和国������] で生まれた 土耳

古エーゲ海岸)

独立言語

プリュギア語 (現土耳古共和国中央部)

トラーキア語 (現勃牙利)

イリュリア語 (現アルバニア, 旧ユーゴスラビア)

パイオニア語 (現希臘北部)

ペラスギア語 (希臘の先住民. 希臘語への借用語に残る)

ラエティア語 (現北東伊太利亜)

ラテン語の系統と構造 ��



ウェネト語 (現伊太利亜������州. イタリック語派か？)
リグリア語 (現北西伊太利亜�������州)
メッサーピア語 (現南伊太利亜 イリュリア語の方言か？)

シケル語 (現伊太利亜シチリア島. イタリック語派か？)

ピクト語 (現英領スコットランド. ケルト語派か？)

以上が印欧語族の詳細分類であるが, ラテン語はケルト語派とともに古印欧語大グループの中

の西部方言群を形成しており, その中のイタリック語派ラテン・ファリスク語群に属する 1言語

である. 従って, ケルト語のみならずヒッタイト語に代表されるアナトリア語派やトカラ語とと

もに��に終わる受動相を持っており, ケルト語, トカラ語とともに����による接続法を持ってお
り, ����������������による最上級 (英語����, 希臘語������は印欧祖語���������より) や具体的な単
語の形成法等の点でケルト語派に大変似ている.

斯かる事実よりこの 4語派が他の印欧語と比べて構造的に古いことは間違いなく, 印欧語の中

の古層を形成しており, 印欧祖語より早くに枝分かれしたと考えられる. またこれら 4語派の中

での形態論的特徴の有無により, ヒッタイト語に代表されるアナトリア語派が真っ先に枝分かれ

したのは先ず間違いない. 残りの 3語派の中で����による接続法が出来て, そのあとでトカラ語
派が枝分かれした. 最も長く接触していたケルト語派の人々とは最上級や具体的な単語の形成法

等様々の点で共通項を有するようになったと考えるのが自然であろう. イタリック語派とケルト

語派が印欧祖語から別れ出て, そのあとで印欧祖語の中で大変革が起こったのである.

詰まり, 本来は非人称的役割を意味した��受動が廃され, ��受動に取って代わられたと同時
に, 中性名詞が他動詞文の主語としても立ちやすくなり, 有生類対無生類という有生性の有無に

よる二項対立だったのが男女中という三性対立に変化した. 所謂非人称受動が影を潜めたのは言

う�もない. これらに関しては次章以降で詳しく述べたい. よって構造的に新しい希臘語と構造
的に古いラテン語との間には越えがたい溝があるのである.

ラテン語の有する古い特徴に関しては具体的に次のような例が挙げられる.

①��受動 (吉田育馬 2007 [平成 19]：223�227)
単数 1 人称 印欧��������羅�������｢従う｣,ガリア����������《未来》(�����)｢騎乗する｣,������

《未来》｢望む｣, 古愛蘭土�������｢従う｣, ヒッタイト���������｢座っている｣, リュ
キア�������｢横たわっている｣：希�������｢横たわっている｣

3 人称 印欧�������羅���������｢従う｣, 中世ウェールズ‘����������《未来》｢破壊される｣,���������《未来》 ｢歌われる｣, 古愛蘭土����������｢従う｣, ヒッタイト��������, パ
ラー��������������, リュキア�������｢横たわる｣：希�������｢横たわっている｣

複数 1人称 印欧�������羅���������｢従う｣, 古愛蘭土 (����) ����������(古) ｢困る｣, (��)� �
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���������｢脇へ置かれる｣：希����������｢運ばれる｣
3 人称 印欧��������羅����������｢従う｣, ガリア (��)����������[希求法] ���������������

｢(降神術によって) 打つだろう｣ (�印欧�(�)�����������������),ケルトイベリア��������
[非人称未来命令法] ���������Ⅰ���：希����������

②����接続法
羅����������������｢運ばんことを｣, 古愛蘭土��������������原愛蘭土���������ケルト祖語�������,
ガリア����������������������������������｢運び込まんことを｣ �印欧�������������(いずれも
単数 3 人称),メッサーピア�������(複数 3 人称) ｢運ばんことを｣�印欧������������：希�������[単
数 3人称], ��������[複数 3人称] ｢運ばんことを｣
③形容詞最上級��������(�印欧����������)

羅�������������������������������｢最も大きい, 最大の｣(原級��������),ルシタニア������������������(���������) ｢最も幅広い｣, ケルトイベリア���������������������(�西班牙�������)
｢最も幅広い｣, ウェールズ������｢最も幅広い｣ (原級������) (�印欧�����������������), �����
｢最も古い, 最古の, 長老の｣ (原級���) �古ウェールズ�������原ウェールズ����������(第 2 音
節の�による第 1 音節の��の��������) ������������ケルト祖語�����������, ガリア����������������(������������) (羅馬の�������にあたる女神), ブリタンニア���������������(現イングランド������潟) プトレマイオス 『地理学叙説』 2.3.2 (原義 ｢最も輝ける (女神)｣. 羅馬の�������にあたる�������(������������������������ ���������������������������)が謂わば原級にあたる)：希 ��������
｢最も甘い｣(原級 �����), ヴェーダ�������・�・���｢最も甘い｣(原級�������), 英��������｢最も甘い｣ (原
級�����)�������(�印欧���������)
ルシタニア�������� [単数対格] (�������������Ⅲ) ｢最も古い｣, ガラテイア��������, ガリ
ア���������������(�����������県) ｢最高の｣, ウェールズ�����������������頂, 頂上｣, ������
｢極端な｣ (�ケルト祖語���������), 羅�������｢最も外の, 最も遠い｣, �������｢最も内部の, 最も
奥の, 最深の｣, �������｢最も近い｣, �������｢最も遠隔の, 最後の｣, �������｢最も良い, 最良
の, 最善の｣ (原級�����. ����, 属格����, 対格���� ｢力, 強さ, 援助, 助力｣ による最上級)
④単語形成法 (吉田育馬 2007 [平成 19]：223)

羅������[現在単数 3人称] ｢立てる, 置く, 立つ｣, ケルトイベリア����������������������������｢立つ｣：ヴェーダ���・�・����, 英�����, リトアニア�����(�����)
羅�����[現在複数 3人称] ｢成る, 生ずる, 起こる｣,ケルトイベリア�������������������������
｢存在する｣

羅������[現在複数 3人称] ｢種を蒔く, 植える｣,ケルトイベリア�������������������印欧���������������(語根������. �����������羅������｢種｣, リトアニア�������[複数], 属格������
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(語幹が�終わり故旧子音幹. �・����) ｢亜麻仁｣, 露��мя,複数��м�н�｢種｣)：英���
羅�����������������������(��������� �������年よりややのち) [第 2 命令法単数 3 人称] ｢彼に
与えしめよ｣, ケルトイベリア����������������������������｢彼に奉納せしめよ｣
以上のような点よりラテン語はアナトリア語派, トカラ語派, ケルト語派とともに印欧語の中

の古層を形成し, 就中ケルト語派とは根本的な点で多々共通点を有し, この 4語派の中で最も長

く接触し, 最後�一緒にいたことがよくわかると思う. 印欧祖語が話されていた地域, 即ち印欧
語の原郷 (独��������) (北バルカンともウクライナともコーカサスとも言われる) からは恐らくケルト
語派の人々と一緒に出たのだろう. そしてアルプスの北側�は一緒に行ったのだと思われる. そ
こに残った人々の話していた言語がのちにケルト語になった訳であり, アルプスを越えて伊太利

亜半島に入った人々が話していた言語がイタリック祖語となった. その中からラテン語とファリ

スク語の先祖が枝分かれし�最終的に������地方に定住した人々の言語がラテン語となったの
である.

Ⅲ. ラテン語の語順と有生性に纏わる問題

ラテン語の語順は典型的な��型で日本語とほぼ同じだが, 微妙な点で日本語と異なる. 基本
的な語順は以下の通りである.

自動詞文 (�) �
(�) � � ｢～は～である｣ 等

他動詞文 (�) � �
(�) �� �� � ｢～は～に～を与える｣ 等

(�) � � � ｢～は～を～と看做す｣ 等

副詞的要素は前に来る.

但し

・前置詞の使用. 後置詞は極めて稀. ������ ｢私と｣, ������ ｢貴方と, 君と｣, ��������� ｢我々
と｣, ��������� ｢あなた方と,君達と｣, ������ ｢自らと, 自分と｣,�������《単数》, ���������
《複数》 ｢誰と｣ の���を伴った 7つの形にほぼ限られる.
・否定辞は前に来る.

・関係代名詞は関係節の先頭に立つ.

・��, ����等にあたる, 条件を表す接続詞も従属節の前に立つ.��(����) � � �
～ば ～が ～を ～れ��� (�����) � � � (���は英語の����と全くの同源語)

�
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～時 ～が ～を ～た

〈文例〉���� �������� ��������� ������� (カエサル 『ガリア戦記』 第 6巻16節)

部分属格 � �
神々のうちで取り分けメルクリウスを (彼らは) 崇める.���� �������� ������ ������� ����������� ������ ����� ������� ���������������� � � 方向格 �(�) �
この 戦闘が 越えて レーヌス川を伝えられるとスウェービー族は 故郷に 戻り 始めた.

(カエサル 『ガリア戦記』 第 1巻 54 節. ������� 現ライン [独�����] 川)
詰まり, 動詞文末を中心とする語順は日本語と全く同じだが, それ以外の点は近代欧羅巴諸語

と全く同じである. この語順は印欧語では波斯語とほぼ全く同じであり (松本克己 2006 [平成 18]：

136), ヒッタイト語とケルトイベリア語は前置詞ではなく後置詞であるという点でのみ異なって

いるが, これが印欧祖語の語順であったと考えられ, 謂わば印欧型���と呼ばるべきものであ
る. これに対し日本語の如き語順は蒙古語や満洲語と同じであり, これら諸語の属する語族の名

前をとって, アルタイ型���と呼ぶことが出来よう. 尚ラテン語では等位接続詞の一部は�が
れる単語と単語の間に来るのではなく, �がれる単語群の末尾或いは各単語の後に来たが, これ
は古代の印欧諸語全てに共通する特徴であった.� �����｢�と�｣ � ��������｢�と�｣

と 或いは

〈文例〉

レポント語 (現アルプス湖水地方 伊太利亜・瑞西国境地帯)������������ ���������� �������������� (伊太利亜���������出土)�� �� ���� ��(�) (�)
ラトゥマーロスにサプスターに と 葡萄酒をナクソス産の

｢ラトゥマーロスとサプスターにナクソス (�����) 産の葡萄酒を(奉げる)｣
(���はラテン語����に対応し, 印欧祖語����に溯る. 以下リューディア語の��, ケルトイベリア語の���������も同様) (��������������：��, �����������：��)
リューディア語 (現土耳古共和国西部)������� ������� ������(���������������, 旧首都������出土)� � ����� �
この石碑が このと 墓が

｢この石碑とこの墓が｣ (�����������：���, 大城光正・吉田和彦 1990 [平成 2]：247-248, 253, 256-257)
ケルトイベリア語 (現西班牙中央高地)�������������������������� ����� ����������(西班牙���������第 1碑文第 1行)
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属格 ���� 属格 ���� 名詞��������のと ���������のと 斯くして元老院議員達が

｢斯くして��������と���������の元老院議員達が｣���� ������������������� �������������������[�]������������ ��������������������� ��� � ��� � ���� ��� �
そして誰でも 牛小屋を或いは囲いを或いは 壁を或いは 外壁を或いは 再建するように

｢そして牛小屋を或いは囲いを或いは壁を或いは外壁を再建するような者は誰でも｣

(西班牙���������第 1碑文第 4－５行)
(��������：��, ��, ��, �����, �������, �������, ���, ���������：�������, �������)
この語順は日本語的観点から見ると, 非常に特殊な語順であるが, 上のケルトイベリア語やリュー

ディア語の語順でもわかるように, ｢と｣ と ｢或いは｣ の位置のみならず, 属格が名詞の前に来

ること(所謂��型. �����������(羅)｢属格｣, �������(羅)｢名詞｣), 関係代名詞が関係節の先頭に来
ることも印欧語的な語順である. 尚リューディア語では印欧祖語の�����を継承する��は 2番目
の名詞ではなく, その名詞を修飾する, 直前の形容詞にかかっているが, 形容詞が名詞に対して

属性的な関係にある場合, 形容詞と名詞で謂わば一つの単語なので, この一つの単語の冒頭の形

容詞のあとにくっつくのである. これもラテン語と同じで, 印欧祖語の語順と考えられる. 又ガ

リア語では接頭辞を伴った動詞が代名詞的目的語をとる場合, 代名詞的目的語は接頭辞と動詞本

体の間に挟まれ, 一種の��型語順をとるが, これは同じケルト語派の古愛蘭土語にも見られ,
印欧祖語の語順を継承していると考えられるのである.

〈文例〉

ガリア語����������(伊太利亜��������出土二言語併用碑文) (�����������：��������)� �
それを与えた������������(仏蘭西������県��������出土陶器) (�����������：������)� �
それを見つけた

この印欧型���は現代の欧羅巴諸語にも一部生きており, 独逸語では従属節に限っては���
語順をとるし, 仏蘭西語でも人称代名詞と指示代名詞の出て来る文ではこの語順が保存されてい

る.

〈文例〉

仏蘭西語�� �������� � �
��
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私は君を愛する.�� �������� ��������� �� � ��
私は彼に贈る 本を ｢私は彼に本を贈る.｣

この��型の語順は複合語にも反映され, それは次のようなコントラストより理解しうる.
ラテン語 ���������｢農夫｣ ���������｢三頭官｣ �������������(男性名)� � � � � �

畑を耕す 三人の内の一人の男 青銅の髭をした

日本語 山登り �子 赤髭����������� ������� ��������� � � � � �
漢語 登山��
これは欧羅巴中世の文法家が名付けるところの������ (羅) (支配されるもの) が������(羅)

(支配するもの) に先行する, ������→������なる形の������������������(前進的支配) で, これが��型言語の基本原理なのである. ただ実際にはラテン語では属格或いは形容詞と名詞の位置関
係は��でも��でも良く, ��でも��でも良かったが, 複合語には嘗ての語順が保存されて
おり, これは他の古い印欧語でも同様であるので(上述のケルトイベリア語でも ｢牛小屋｣ は��������
で, ����は ｢牛｣, ������はラテン語の������｢立つ｣ と同根で, ｢小屋｣ を意味するので, ｢牛の小屋｣ で��
型である.古代ルーマニアのダーキア語でも同様.吉田育馬 2008 [平成 20]：81 を参照.�����������[��������
勃牙利領] は ｢ピリッポスの町｣ で��型等), 印欧祖語の語順は明らかに��型であったと推定す
ることが出来るのである. 反対に漢語, 即ち中国語では文章上の語順も��型であるが, 複合
語も矢張り��型であり, ������←������なる���������� �������(後退的支配) の原理によって律
せられている. ������と������の具体的な構成要素は以下の通りである (松本 2006 [平成 18]：12

9-130, 169-176).������ ������� 連用修飾語 動詞

目的語

補語

副詞� 連体修飾語 名詞

属格

形容詞

連体句 (関係節)
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� 比較対象語 比較形容詞� 動詞 助動詞的成分� 名詞 接置詞 (前置詞�後置詞)
詰まり, ラテン語は可也整合的な��型であったろうと考えられる印欧祖語の語順を継承して

おり, 属格や形容詞みたいに名詞の前でもあとでもどちらでもよいような場合でも複合語では本

来の語順, 即ち��型と��型が保存されているのである. ｢と｣ と ｢或いは｣ の位置や否定辞,

関係代名詞, 条件を表す接続詞の位置に至る�他の古代の印欧語と見事に対応し, 印欧祖語の語
順を完璧に継承しているのである. これらの点に於いては日本語とは異なるものの, 目的語や属

格や形容詞の位置関係, 動詞と助動詞的成分の位置関係等の点に於いては日本語と全く同じであ

り, いずれも前進的支配の原理原則に基づいて動いているのである. そしてそれは表面上は異な

るものの, 有生性に於いても同様であった.

ラテン語では�����(��), ����(��), �����(��)型の形容詞を除き, 名詞類は全て男性と女性が
同じ語尾をとり,中性だけが異なっていて, 鋭く対立しているが(弁別上のちに区別を付けた�����(��),������(��) ｢鋭い, 苛烈な, 熱烈な｣ 型の形容詞を除く), これは有生類 (男性・女性)：無生類 (中性) と

いう有生性に基づく二項対立が形態論上存在していたのである.

第一曲用 ��������(��) ｢農夫｣, ����(��) ｢トガ (羅馬市民の平和時の寛衣)｣

第二曲用 �����(��) ｢馬｣, ������(��) ｢�｣：�����(��) ｢卵｣
第三曲用 ��音幹 �����(��) ｢車軸｣, ������(��) ｢衣服, 衣｣：����(��) ｢海｣

子音幹 ������(��) ｢名誉, 誉｣, ������(��) ｢樹木, 木｣：�����(��) ｢生まれ, 種
属, 家門, 種類｣�����(��)(男性名), ������(��) ｢処女, 乙女｣：������(��) ｢境標, 境石｣������(��)(古形) ｢父｣, �������(��) (古形) ｢母｣：��������(��) ｢屍, 死体｣

第四曲用 ������(��) ｢港｣, �������(��) ｢柏の木｣：�����(��) ｢膝｣
詰まり, ラテン語は形態論上希臘語等よりも遙かに二性組織であって, この点に於いてヒッタ

イト語を初めとするアナトリア語派と完全に軌を一にするが, これが印欧語本来の組織であった.

第Ⅱ章の系統論でも述べたように, ラテン語は印欧祖語の古層を形成しており, 早くに印欧祖語

から別れ出たと考えられるのである.

実際にラテン語では中性名詞は自動詞文の主語には立つが, 他動詞文の主語 (行為者) には立

ちにくく, 主格 (｢～が�は｣ 主語を表す) と対格 (｢～を｣ 目的語を表す) は同じ形をとるが, これは

他の全ての印欧諸語でも同様で, 就中ヒッタイト語では中性名詞は絶対に他動詞文の主語 (行為

者) にはならなかった (松本 2006 [平成 18]：55). 即ち無生物は行為者にはなりえなかった訳で,

統語論上も有生類 (男性・女性)：無生類 (中性) たる有生性に基づく二項対立があったのである.

この点に於いてもラテン語を含む古代印欧語は日本語と軌を一にする. 詰まり, 日本語では複数

語尾 ｢～達 －����｣ は生物, 取り分け動物にはつきやすいが (例：狐達 ������������, 山鼠達 ������� �
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����, 虫達 ���������), 無生物にはつきにくい (石達 ����������, 鉄達 �������������). 存在動詞 ｢いる���｣
と ｢ある���｣ の区別も原則 ｢いる｣ が動物主語, ｢ある｣ が非動物主語であり, 有生性に基づ

いている (例： ｢山鼠が 7 匹いる｣ ���｢3 里西に高い山がある｣). またラテン語では������ (��)
｢漿果 (苺・葡萄の類)｣ の複数形に�����(�����), �����(��) ｢冗談｣ の複数形に ����(�����), �����
(��) ｢場所, 所｣ の複数形に����(�����) がある等単数形では男性なのに, 複数形になると中性
になるという一群の名詞があるが,これらはいずれも集合数的複数であり(例えば上例の�����(�����)
だと 1 株になっている苺や葡萄の 1 房を指すのである),中性の複数が男性や女性に見られる本来の複

数とは異なっているというのがよく分かると思う(吉田育馬 1999 [平成 11]：56, 2005 [平成17]：129).

詰まり, 中性だけがカテゴリー的にはういているのである. 有生性とは少し関係がないが,日本

語にも並行的現象が見られ,｢～達 －����｣や ｢～ら －��｣ とは些か異なり,｢山々���������｣,
｢木々 �����｣, ｢星星 ���������｣, ｢島々 ���������｣ といった畳音複数は任意の複数の山や木や星
を表すのではなく, 一連のもの, 一塊のものを表しており, 一種の集合数的複数なのである.

要するにラテン語を含む古代印欧諸語でも日本語でも生物か無生物かということが非常に重要

な訳で, 中性名詞は構文上次の位置に現われた.��������
他動詞文 � � � 印欧�����(男・女性単数主格) �羅�������
自動詞文 � � 印欧����� (中性単数主対格, 男・女性単数対格) �羅�����������
即ち他動詞文の主語である行為者には有生物 (男性・女性) しか立たず, 統語論上も形態論上

も行為者である有生物だけがういている. 特に, 上例でも示されている第二曲用では目的語は印

欧祖語では�����の形でしか現われなかった. 詰まり, 有生物か無生物かに関係なく非能動的な
目的語の位置では同じ形をとった訳であり, ここに印欧語が動態：静態の対立で動いているとい

うのがよく分かるのである. だから非能動的な中性名詞では主語 (自動詞文にしか立たない) の位

置でも目的語の位置でも同じ形をとった, 即ち主格と対格が同形となったのである. 形態論上も

行為者である有生物だけがういている構文のことを能格型というが, 印欧語の場合は動態：静態

の対立で動いているので, より正確には動格型と言うべきだろう (松本 2006 [平成 18]：297-298).

この動態：静態の対立は名詞のみならず, 動詞にも見られた. ラテン語の受動相は本来は能動

相に対する静的な状態を表した訳で, 自動詞でも単数 3人称と不定法に限り受動相をとることが

出来るという, 所謂非人称受動というのがその最たるものであった.

〈文例〉����������������｢(人々は) 掠奪によって生きている.｣ (オウィディウス 『変身物語』 第 1歌144行)�����������������������｢散会する (人々が会議より立ち去る).｣ (カエサル 『ガリア戦記』 第 7巻 2節)

これらはいずれも第三活用の自動詞�����, ����｢生きる｣, ���������, ����｢立ち去る｣ の受動相
現在単数 3人称であるが, 前者では ｢生きる｣ 即ち ｢生計を立てる｣ という行為が行われている
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という状態を表しており, 後者では正に ｢立ち去る｣ という行為の真っ最中であるということが

示されているのである. 日本語や (印欧語の中での) 現代語的な意味での受動ではないけれども,

行為が行われているという“状態”を表しているという点では普通の受動と同じであり, これが

印欧語本来の, 謂わば父祖伝来の受動なのであった. ラテン語には印欧語の中でも古層に属する

シンタックスが保存されているのである. 尚この両動詞に出て来る����という受動相単数 3人称
語尾の末尾の��は本来は非人称的な状態相を表していたのではないかと考えられ (ラテン語の完

了複数 3 人称語尾で俗語的古形の�����と同一起源であると思われる), 第Ⅱ章の系統のコーナーでも述
べたようにアナトリア語派とトカラ語派とケルト語派にしか見られない非常に (異常に) 古い特

徴であり, 形態論的にも印欧語の古層に溯るものなのである. 結局印欧祖語からこの 4語派が抜

け出たあとで,動態：静態のシステムは崩壊に向かい,��受動は能動相現在からの類推によって��
受動に取って代わられ (希臘語等を参照. ゲルマン語でもルーン文字碑文の原ノルド語では������《受動
現在単数 1人称》(丁抹領���島��������出土の槍の柄. 紀元後300年頃) (������������：�����《�����》)
｢私は呼ばれる｣ なる形に��受動が保存されている. 即ち����ゲルマン祖語�����印欧祖語�������), 名詞に
於いても有生類 (男女性)：無生類 (中性) の二性組織が男性：女性：中性という三性組織に取っ

て代わられた. 印欧語本来のシステムは以下のようであった.

Ⅳ. 母音交替 (アプラウト������[独])
英語の��������������｢歌う｣, ��������������｢来る｣, �����������｢走る｣ (�で過去を表す)

や����｢歌う｣：����｢歌｣,����｢縛る｣：����｢紐, 帯｣(���で名詞を表す.�����ゲルマン祖語��������印欧祖語����������������������希臘祖語�����������������ホメーロス’����｢歌｣) のようにラテン語
を含む印欧語には母音交替なる現象があり, 様々な機能を表した. ラテン語には次のようなもの

があった.

①動詞単数(�)：複数 (�)
現在単数 3人称 ����‘��’ 接続法現在単数 2人称 �������
複数 3人称 ����� 複数 2人称 �������

‘��’
②動詞現在(�)：��完了 (��)

現在単数 1人称 ������ ������ ������
完了単数 1人称 ������ ������ ������(�����)
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動態 静態

名詞 有生類(男性・女性) 無生類(中性)

動詞 現在・アオリスト(単純過去) 完了
能動相 受動相
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｢治める｣ ｢覆う｣ ｢運ぶ｣

③主格延長の有無による単数主格 (長母音)：(短母音)

単数主格 ���� ������� (��) ������� (��) �������� (��) ������ (��)
属格 ���������������(�) ���������(�) ����������《与格》�����������(�) ��������(�)

｢足｣ (穀物の女神) ｢木｣ ｢アポッロー｣ ｢肉｣

単数主格 �������������� ����������������(��)
属格 �������� ��������� (�)

｢父｣ ｢母｣

④語根名詞 (�)：行為者名詞 (�)
語根名詞 ��������(��)《複数》 ｢祈り｣
行為者名詞 �������(��) ｢求婚者｣

⑤動詞 (�)；名詞 (�)
動詞 ������ ｢覆う｣

名詞 �����(��) ｢トガ｣：ウェールズ��｢屋根｣, 英������｢(屋根の) 葺き藁, 草 [萱・藁] 屋根｣

(印欧���ゲルマン�)
⑥比較級に纏わるもの����������《比較級男女性単数対格》 ｢より大きい｣ (原級��������) (��)������《比較級中性単数主対格》����������������� (�)�����������｢尊厳｣ (�)������｢寧ろ｣ (�)
詰まり, �����������という母音交替をラテン語は行なっていた訳であり, 上述の如くこれらは

それぞれ機能を担っていた. この母音交替は父祖伝来のもの, 即ち印欧祖語に�溯り, 形式も全
く同じであった. 同様に我が日本語にも���を初めとして様々な母音交替がある.
〈日本語の母音交替〉

①複合語形 (�)：独立形 (�)：動詞 (�)���������(目－はたく) ｢瞬く｣, �������｢瞼｣, �����(目－戸) ｢窓｣, ���������｢まどろむ｣,�������(目－守る) ｢守る｣, ���������(目－叩く) ｢瞬く｣, ��������(目－の－子) ｢眼｣, ����������｢眼差し｣, ����������(目－の－尻) ｢眦｣ ～��｢目｣ ～��������｢守る｣ ～�����｢見る｣��������｢手綱｣, ��������(手－持つ) ｢保つ｣, ���������｢手向ける｣ ～��｢手｣ ～�����｢取る｣������｢雨戸｣,��������｢雨傘｣,��������｢雨漏り｣ ～���｢雨｣ ～���������｢春雨｣,���������
｢霧雨｣, �������｢小雨｣�������(影－見) ｢鏡｣, ����������｢篝火｣, ���������(影－焼く) ｢輝く｣ ～����｢影｣�������｢酒場｣, ���������｢酒�｣, ����������｢盃｣, ���������｢酒盛り｣, �������｢酒田｣, �����
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��｢酒屋｣ ～����｢酒｣
②複合語形 (�)：独立形 (�)���������｢火柱｣, �������｢火影｣, �������(火－垂) ｢螢｣, �������｢火照る｣, ��������������(8

世紀) (火－の－穂) ｢炎｣ ～��｢火｣�������｢木立ち｣, �������｢木霊｣, ���������｢木枯らし｣, �������｢木陰｣, ����������(木－漏
れ－火) ｢木漏れ日｣, ��������｢木の葉｣, ��������｢木の実｣ ～��｢木｣
③複合語形 (�)：独立形 (�)���������｢暗がり｣, ���������｢暗闇｣ ～����｢黒｣�������｢白髪｣, ��������｢白石｣, ���������｢白坂｣, ���������｢白瀧｣, �������｢白魚｣ ～����｢白｣
④動作 (�)：結果・状態 (�) (松本 1995 [平成 7]：58-59)
動作 �������｢挟む｣ �������｢開く｣ �������｢語る｣ �������｢腐る｣
結果・状態 ������｢細い｣ ������｢広い｣ �������｢言葉｣ ����｢糞｣
動作 ������｢向かう｣ ���������｢宥める｣ �������｢撓る｣
結果・状態 ����｢婿, 聟｣ �������｢長閑｣ ����｢篠｣
⑤属格������������｢貴方｣, ��������｢彼方｣, ��������｢眼｣, ����������｢眼差し｣, ����������｢眦｣, ����������(そ－の－柄) ｢さながら｣, ��������｢田邉｣, ������������(手－の－心) ｢掌｣, ����������｢高
輪｣, ����������｢渡辺｣, ��������(水－の－戸) ｢港｣ ～��������������(8 世紀) (火－の－穂)
｢炎｣, ��������｢木の葉｣, ��������｢木の実｣, �����｢この｣, �����｢その｣,����｢己｣, �������
｢己｣ (�������｢貴方｣, ��������｢彼方｣ の���は��������｢所｣ の���の母音交替形)
⑥動詞間, 動詞―名詞間派生�����｢刈る｣ (�) ～�����｢切る｣ (�) ～�����｢刳る｣ (�) ～��������(���｢木｣) ｢樵｣ (�)��｢矢｣ (�) ～����������｢射る｣ (�)
⑦倍数法����｢�｣ ～ф���｢�｣ ��｢�｣ ～��｢�｣ ��｢�｣ ～��｢�｣ (�(小) ～�(大), �(小) ～�(大))
⑧その他�) ���交替����｢あれ｣, �������｢貴方｣ ～����｢己｣, �������｢己｣��������｢崇める｣, ������｢上がる｣ ～������｢驕る｣�����｢粗い｣, ������｢新た｣ ～������｢愚か｣�����｢浅い｣ ～�����｢遅い｣����｢端｣ ～�������｢畔｣���������｢直向き｣, ���������｢ひたすら｣ ～����｢一｣��｢日｣ (������｢3 日｣, ������｢4 日｣, �������｢5 日｣ 等) ～�������(日－読み) ｢暦｣
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�����｢彼｣, ��������｢彼方｣ ～�����｢この｣, �����｢これ｣����｢蒲｣ ～����｢菰｣ (菰池, 菰原等の人名に)����｢片｣ ～���������(片－成る) ｢異なる｣��������｢真夏｣, �������｢真中｣ ～�������｢最中｣��｢名｣ ～��������｢名乗る｣, ��������｢祝詞｣�������｢左程｣, ����������｢さながら｣ ～�����｢その｣, �����｢それ｣�������｢貴方｣, ��������｢彼方｣, �����｢間｣ ～��������｢所｣, �����(夜－所) ｢宿｣����｢丈, 岳｣, ������｢高い｣ ～����｢床｣���������｢撓める｣ ～��������(古典語形) ｢��｣ (両手の指を全て撓めることによって ｢10｣ 数えたの

で)�) ���交替 (松本 1995 [平成 7]：23�24)���������｢神座｣ ～����｢神｣��������(口－輪) ｢轡｣ ～����｢口｣�������｢骸｣, �����｢胸｣ ～��｢身｣��������������������｢月読命｣ ～�����｢月｣�������｢空ろ, 虚ろ｣ ～���｢内｣��������｢1 つ｣, ф�������｢2 つ｣ ～�������｢二十歳｣�) ���交替���������｢�れる｣ ～�������｢逃げる｣������｢怒る｣ ～������｢怒る｣�) ���交替 (松本����[平成�]：�����)�����｢髪｣, �������｢白髪｣ ～��｢毛｣�����｢端｣ (端切れ�������), �������｢貴方｣, ��������｢彼方｣ ～������｢表｣ (���｢面｣ ���面影)
以上概観したように日本語はラテン語を含む古代印欧語と同じくらい大規模に母音交替を行な

い, 然もジャンル的にも多岐に亙っている. これは嘗て日本語に於いてもラテン語を含む古代印

欧語同様母音交替が重要な役割を担っていたことを示唆している.

Ⅴ. 畳音 (羅������������, 英�������������)
前章では母音交替に就いて可也詳しく概観したが, これ以外にもラテン語と日本語を特徴付け

る共通のものとして畳音という現象がある. これは読んで字の如くで, ｢音を畳みかける｣ とい

う意味であり, 同じ音が完全に或いは部分的に繰り返される現象である (例：きらきら, ぴかぴか,

たまたま, 明々白々等). 近代欧州語には極めて少ないので, 日本語だけの現象であるかの如くに
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思われがちであるが, 英語の������や独逸語の�����｢ビーバー｣ はそれぞれ英語�����, 独逸
語�����｢茶色い｣ の部分的畳音形であり, 元々の意味は ｢茶色い奴｣ ということであった. 因

みにこれはユリウス・カエサル�����������������(������������―�����������) の 『ガリア戦記』

第 1 巻23節以下にも出て来る�����族の城市��������(現仏領�����������) やラテン語の�����,
対格������ ｢海狸｣ と全くの同源である. 英語の��の過去形の���や阿蘭陀語の����の過去形
の����｢した, やった, 行なった｣ も古代ケルト語の一種であるレポント語の�����������(伊
太利亜領アルプス湖水地方��������出土. �����������：�����, 吉田育馬 2007 [平成 19]：230, 232�233)
と同源で, 部分畳音であった. ラテン語や日本語には次のようなものがあった.

ラテン語�) 完全畳音��������｢野蛮な, 外国の, 異国の, 未熟な, 粗野な｣ (希臘語��������と同源)������｢絶えず呟くこと, ぶつぶつ [ぶんぶん (蜂が)] 言うこと｣

ラテン語ではこれは極めて少なかった.希臘語に於いては比較的多く見られるが,完全畳音の一

部は印度イラン語派に保存された強意活用を模しているものと思われる(吉田育馬 1999 [平成 11]：

51�69)�) 部分畳音
①畳音部母音�型
〈名詞・形容詞〉��������属格������｢キケロ｣ ���������｢高価な, 貴重な, 愛すべき｣�����, 属格�����｢海狸｣ (独�����, 英������, ガリア��������と同源)�������｢上書き, 表題, 碑銘, 書名｣ ��������������｢上げる, 高める, 掲げる｣
〈動詞現在形〉�����, ����｢飲む, 酒宴を催す｣ �����������������, 単 3 ��(��)���ヴェーダ������, 古愛����｢飲む｣��������������｢飲むこと, 飲酒, 酒浸り｣, �������� ｢盃｣�����������｢産む, 生ずる｣ (希臘語��������と同源) ��������������｢種属, 出生, 家門, 種類｣������｢立てる, 置く, 建てる, 立つ｣ (ケルトイベリア語������[現在単 3] と同源) ��������������｢立っ
ている｣, �������������｢たて糸, 織物, おしべ｣����������｢座る, 腰掛ける｣ ����������������, 単 3��(��)���ヴェーダ���・������������������｢座る,
座っている｣ (語根部の�が�の前で消えて直前の母音�が音の長さの調節のため長くなる)
②畳音部母音�型
〈形容詞〉�����｢思い出の, 記憶している｣
〈動詞完了形〉

����
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������｢思い出す, 記憶している｣ (この動詞は完了しかない. 希臘語������｢熱望している｣)���������������｢知性, 理解, 思考｣, ������������｢思い出させる, 警告する｣������｢歌った｣ (古期愛蘭土語�������) ←����������｢歌う｣����｢与えた｣ (ガリア語����仏蘭西����������������県�����出土) ←��������｢与える｣�����｢立った｣ ←�����������｢立っている｣������｢触った, 触れた｣ (ホメーロス希臘語�������[アオリスト分詞]) ←�����������[��接中辞現
在] ｢触る｣

上に見るようにラテン語の畳音の形式は甚だはっきりしている. 完全畳音はそのまま重ねるの

で兎も角, 部分畳音ははっきりと 2つのタイプに分かれる. 2 つとも印欧祖語に�る, 即ち父祖
伝来のタイプであり, 名詞や形容詞の畳音というのはそれぞれ動詞の畳音現在や畳音完了に准え

て作られたものであるというのがよく分かるのである.

畳音現在の場合は語根部が零階梯であり, 畳音部は語根の最初の子音に�を加えるという方法
で作られているが, 名詞の場合にも同様のパターンがあるのである. 分かり易い例で言うと,

｢海狸｣ を意味する�����は単数属格では�����, 同対格では������であり, 語根部は明らかに零
階梯をとっている. 語根部の子音と畳音部の子音が異なっているが, これは本来は���であり,
語頭では���を経て�に成ったが, 語中で然も共鳴音�の前では有声性が維持され, ��を経て�
と成ったのである. ただ畳音部の母音は矢張り�をとっており, 畳音現在動詞と軌を一にしてい
る. 細かい証明をやり出すときりがなくなるので, この辺りでやめるが, あとの 2つも同一パター

ンに拠って作られている.

畳音完了の場合も語根部の最初の子音が畳音部に来るという点では同じであるが, 畳音部の母

音は�であった. 形容詞の�����はこれと全く同じタイプなのである. ただ語根部の母音が�
であるが, これは完了形は本来語根部に�をとったからである. 希臘語の��������｢見る, はっ
きりと見る, 注視する｣ の完了形は�������｢注視している｣ であり, ��������｢納得して意に
従う, 言うことを聞く｣ の完了形は�������｢信を置く, 頼みとする, 恃む｣, ��������｢生まれ
る, 生ずる, 起こる｣ の完了形は������｢生まれている, 起こってしまった｣ と基本的には�
階梯であった.

日本語�) 完全畳音
①擬音語, 擬態語ほか��������� バタバタ��������� ギラギラ��������� キラキラ
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���������ピチピチ��������� ピカピカ�������折々���������時々
本来現代の大和言葉には存在しない語頭の�(恐らく奈良時代, 即ち西暦紀元後 8 世紀�は存在し

た. ハ行音がそうであった) が出て来たり, 無生音が爽やかなさらさらしたものを指すのに対し,

有声音がそうでないより汚いものを指す等独特の特徴がある. 後分の語頭は連濁をともなうこと

もある.

②集合数的複数�����日々��������� 人々���������星星�����木々��������� 島々��������� 山々
③双数 (羅������)�����������乳����� ������耳����� �
④幼児語 (指小詞的機能) (松本 2007 [平成 19]：162)������� お目目������� お手手�����������父������ф��ф�(16世紀) ������(8 世紀) 母
後 2者は本来恐らく幼児語で, 言語習得の際可也早くに習得され, 幼児語としても用いられや

すい�, �といった最も基本的な閉鎖音が用いられたのだろう.
⑤強調・描写的副詞 (松本 2007 [平成 19]：162)������� 赤々����� 青々��������� 軽々��������� 黒々

⑥動詞反復・継続 (松本 2007 [平成 19]：162�163)����������� 返す返す
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������������� 代わる代わる��������� 見る見る��������� 泣く泣く��������� 行く行く�) 部分畳音��������� 佇む←����� 立つ��������� とどまる←������ 止まる, 泊まる, 留まる

以上が日本語の畳音であるが, ラテン語を初めとする印欧語との決定的な違いは完全畳音の方

が圧倒的に多いということである. ただ畳音の意味合いは色々とあって, 一番頻繁に用いられる

のは擬音語・擬態語ではあるが, 幼児語であったり, 強調・描写的副詞を作ったり, 動詞で反復・

継続を表したり (松本 2007 [平成19]：162�163), 集合数的複数を表したり (印欧語ならば中性複数で

表される. 吉田育馬 1999 [平成11]：56, 2005 [平成17]：129 を参照), 極�かであり, 身体名称に限ら
れはするが, 双数も表した. 乳にしても�にしても耳にしても�にしても体の両側にあり, 対に
なっているという点で双数を表す手段としての畳音が用いられたのは極自然な流れであった. 畳

音の使われ方は印欧語とは決定的に異なり, 然も印欧語では現代語では勿論のこと, 比較的多く

用いられた古代語でも日本語を中心とする環日本海諸語 (ギリヤーク語, アイヌ語, 日本語, 朝鮮語)

や漢語と比べて数も少なく, 用法も極めて局限されていた (松本 2007 [平成 19]：165�168). ラテ
ン語を初めとする印欧語は現在を表す��加音型畳音と完了を表す��加音型畳音に分かれていた訳
であり, 印欧語の場合は過去の行為の結果としての現在の状態を表す, 一種の状態相, 即ち静態

としての完了と, 謂わば一種の動態としての現在というアスペクトの違いのみが甚だ重要であっ

た. 尚日本語にも非常に局限されてはいるが, 部分畳音があり, 第 1音節をそのまま重ねた. 連

濁を伴うこともあったが, この点に於いては印欧語と共通している. 系統は明らかに違えども,

同じやり方であるというのは人類言語としての本質であろう.

Ⅵ. 総纏め

以上ラテン語の系統と印欧語内での位置付け, 日本語との類型論的な比較を通じての語順と有

生性, 母音交替, 畳音に纏わる問題を可也詳しく論じたが, ��型語順や有生性に基づく様々な
点や母音交替による機能の弁別, 発想は違えども畳音が存在して様々な機能を持っているという

こと等の点でラテン語を含む古代印欧語は日本語と軌を一にし, 言語というのはたとえ系統は違

えども, 同じような発想や原理原則によって動いていることもあるのである.

ラテン語の系統と構造 ��
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