
一

専
攻
学
科
目　

中
世
フ
ラ
ン
ス
語
・
フ
ラ
ン
ス
文
学

生　

年　

月　

昭
和
三
五
年　

一
月

略　
　
　

歴　

昭
和
五
八
年　

三
月 
東
京
大
学
教
養
学
部
教
養
学
科
卒
業

同　

五
八
年
一
〇
月 

フ
ラ
ン
ス
・
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
学
留
学
（
昭
和
五
九
年
一
〇
月
ま
で
）

同　

六
一
年　

三
月 

東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

同　

六
一
年
一
〇
月 

フ
ラ
ン
ス
・
パ
リ
第
四
大
学
及
び
高
等
師
範
学
校
留
学
（
平
成
元
年
七
月
ま
で
）

平
成　

二
年　

四
月 

東
京
大
学
教
養
学
部
助
手

同　
　

五
年　

四
月 

東
京
大
学
教
養
学
部
助
教
授

同　
　

九
年　

一
月 

パ
リ
第
四
大
学
博
士
（
フ
ラ
ン
ス
語
学
）

同　

一
九
年　

四
月 

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
准
教
授

同　

二
四
年　

四
月 

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
教
授
（
現
在
に
至
る
）

同　

二
八
年　

三
月 

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
招
聘
教
授

第
一
〇
八
回
日
本
学
士
院
受
賞
者
略
歴

恩

賜

賞

日
本
学
士
院
賞

受
賞
者　
　

松ま
つ　

村む
ら　
　
　

剛た
け
し



一
一

パ
リ
第
四
大
学
博
士
（
フ
ラ
ン
ス
語
学
）
松
村　

剛
氏
のD

ictionnaire du français m
édiéval

（『
中
世
フ
ラ
ン
ス
語
辞
典
』）
に
対
す
る
授
賞

審
査
要
旨

　

フ
ラ
ン
ス
語
は
、
ラ
テ
ン
語
を
祖
語
と
す
る
ロ
マ
ン
ス
諸
語
の
一
つ
で
あ

り
、
西
暦
九
世
紀
頃
に
ラ
テ
ン
語
か
ら
分
離
し
た
言
語
と
し
て
成
立
し
た
。
中

世
フ
ラ
ン
ス
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
最
古
の
文
献
が
出
現
す
る
九
世
紀
半
ば
か
ら

一
五
世
紀
末
ま
で
北
フ
ラ
ン
ス
で
通
用
し
た
言
語
（
た
だ
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、

イ
タ
リ
ア
、
十
字
軍
時
代
の
エ
ル
サ
レ
ム
な
ど
で
書
か
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
も
含

む
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
少
数
の
専
門
家
用
の
多
数
巻
の
辞
書
を

別
に
す
る
と
、
一
巻
本
で
信
頼
の
お
け
る
辞
書
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

松
村　

剛
氏
は
、
中
世
フ
ラ
ン
ス
の
文
献
学
と
語
彙
研
究
で
す
で
に
世
界
的

に
知
ら
れ
る
研
究
者
で
あ
る
が
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
中
世
フ
ラ
ン
ス
文

学
研
究
の
泰
斗
ミ
シ
ェ
ル
・
ザ
ン
ク
氏
（
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
名
誉

教
授
、
碑
文
文
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
）
の
要
請
を
受
け
て
、
独
力
で
辞
書
の
編

纂
に
取
り
組
み
、
五
年
半
で
完
成
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
当
初
予
定
さ
れ
た
分
量
を

は
る
か
に
上
回
っ
た
た
め
に
、
刊
行
は
難
航
し
た
が
、
最
終
的
に
人
文
学
分
野

で
定
評
の
あ
る
パ
リ
の
レ
・
ベ
ル
・
レ
ッ
ト
ル(Les B

elles Lettres)

社
か
ら

二
〇
一
五
年
一
一
月
に
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
が
今
回
授
賞
の
対
象
と
し
た
『
中

世
フ
ラ
ン
ス
語
辞
典
』
で
あ
る
。

　

本
書
は
一
巻
本
で
あ
る
と
は
い
え
、
二
段
組
三
五
〇
〇
頁
、
見
出
し
語
五
六
、

二
一
二
項
目
の
堂
々
た
る
大
冊
で
あ
り
、
多
数
巻
の
大
辞
書
に
も
ひ
け
を
取
ら

な
い
内
容
を
備
え
て
い
る
。
既
存
の
代
表
的
な
辞
書
と
し
て
は
、
フ
レ
デ
リ
ッ

ク
・
ゴ
ド
フ
ロ
ワ(Frédéric G

odefroy)

が
一
八
七
九
年
か
ら
一
九
〇
二
年
に

か
け
て
一
〇
巻
で
出
版
し
た
『
古
仏
語
辞
典
』( D

ictionnaire de l'ancienne 

langue française et de tous ses dialectes du IX
e au XV

e siècle)

、
ア
ド
ル

フ
・
ト
ブ
ラ
ー(A

dolf Tobler)

と
エ
ル
ハ
ル
ト
・
ロ
ー
マ
ッ
チ(Erhard 

Lom
m

atzsch)

お
よ
び
そ
の
後
継
者
た
ち
が
一
九
一
五
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に

か
け
て
刊
行
し
た
一
一
巻
の
『
古
仏
語
辞
典
』( A

ltfranzösisches 

W
örterbuch)

、
一
九
二
二
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
フ
ォ

ン
・
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
グ(W

alther von W
artburg)

と
そ
の
後
継
者
た
ち
が
上

梓
し
た
『
フ
ラ
ン
ス
語
語
源
辞
典
』( F

ranzösisches E
tym

ologisches 

W
örterbuch)

二
五
巻
、
さ
ら
に
現
在
刊
行
中
の
も
の
と
し
て
、
一
九
七
一
年

に
ク
ル
ト
・
バ
ル
デ
ィ
ン
ガ
ー(K

urt B
aldinger)

に
よ
っ
て
出
版
が
開
始
さ

れ
、
そ
の
後
フ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ
ル
ト
・
メ
ー
レ
ン(Frankw

alt M
öhren)

、
さ
ら

に
ト
マ
ス
・
シ
ュ
テ
ッ
ト
ラ
ー(Thom

as Städtler)

に
引
き
継
が
れ
た
『
古
仏

語
語
源
辞
典
』( D

ictionnaire étym
ologique de l'ancien français)

〔
以
下
、
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一

D
EA

F

と
略
記
〕
な
ど
が
あ
る
が
、
松
村
氏
は
こ
れ
ら
の
辞
書
を
批
判
的
に
活

用
し
て
、
本
書
を
完
成
さ
せ
た
。

　

そ
の
特
徴
は
、
起
源
か
ら
中
世
末
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
語
を
収
録
し
て
、
精
確

で
明
晰
な
語
義
を
与
え
、
豊
富
な
用
例
を
添
え
、
語
源
、
語
の
歴
史
、
地
域
性

に
つ
い
て
の
説
明
を
付
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
ず
、
見
出
し
語
に
つ
い

て
は
、
ト
ブ
ラ
ー
と
ロ
ー
マ
ッ
チ
の
辞
書
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
れ
に
必
要
な

訂
正
を
加
え
、
さ
ら
に
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
と
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
グ
の
辞
書
を
批
判
的
に

読
み
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
補
充
し
た
。
ま
た
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
活
用
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
多
様
な
文
献
―
―
い
わ
ゆ
る
文
学
作
品
ば
か
り
で
な
く
、
文
法
、
修

辞
学
、
歴
史
と
り
わ
け
古
代
ロ
ー
マ
史
、
哲
学
、
神
学
、
典
礼
、
法
学
、
医
学
、

数
学
、
天
文
学
、
音
楽
、
建
築
、
航
海
術
、
古
銭
学
、
紋
章
学
、
植
物
学
、
料

理
等
の
文
献
―
―
を
広
く
渉
猟
し
て
、
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
単
語
や

用
例
を
収
録
し
て
い
る
。
次
に
、
用
例
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
最
初
期
の

文
献
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
一
切
の
孫
引
き
を
排
し
て
、
直
接
源
泉
に

当
た
る
と
い
う
原
則
を
貫
き
、
当
該
文
献
の
信
頼
で
き
る
校
訂
版
、
そ
れ
が
な

い
場
合
に
は
、
写
本
を
参
照
し
て
確
認
し
、
そ
の
典
拠
を
略
号
を
用
い
て
逐
一

指
示
し
て
い
る
。（
な
お
本
書
中
に
典
拠
の
一
覧
表
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
そ

れ
は
、D

EA
F

の
電
子
版
が
公
表
し
て
い
る
書
誌
で
検
索
が
可
能
だ
か
ら
で
あ

る
。
紙
数
の
限
ら
れ
た
一
巻
本
辞
書
に
と
っ
て
こ
れ
は
妥
当
な
措
置
だ
と
言
え

る
。）
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
引
き
継
が
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
誤
り
と
見
落
と

し
の
修
正
、
た
と
え
ば
少
な
か
ら
ぬ
「
幽
霊
語
」、
す
な
わ
ち
唯
一
の
用
例
の

あ
や
ふ
や
な
読
み
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
実
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
判

明
し
た
単
語
、
あ
る
い
は
誤
っ
た
用
例
の
排
除
が
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
中
世

に
は
北
フ
ラ
ン
ス
全
土
に
共
通
す
る
国
語
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
語
は
成
立
し
て

お
ら
ず
、
数
多
く
の
地
域
語
（
方
言
）
が
並
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
性
を
有
し

て
い
た
が
、
本
書
は
単
語
や
表
現
が
あ
る
地
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

そ
の
旨
を
明
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
従
来
の
辞
書
で
は
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い

た
点
で
あ
り
、
本
書
の
大
き
な
学
問
的
貢
献
で
あ
る
。
一
巻
本
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
収
録
語
数
や
用
例
の
数
に
限
り
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
地
域
性
の
指
示
に
は

さ
ら
に
開
拓
の
余
地
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
本
書
に
限
界
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
そ
れ
に
し
て
も
従
来
の
中
世
フ
ラ
ン
ス
語
辞
書
を
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
凌
駕

す
る
業
績
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。

　

本
書
は
出
版
当
初
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
文
化
の
理
解
に
不
可
欠
の
基
本
文

献
と
し
て
広
く
読
書
人
に
迎
え
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
学
問
的
に
も
高
い
評

価
を
受
け
、
松
村
氏
は
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
に
招
聘
さ
れ
て
本
書
の

準
備
と
編
纂
に
つ
い
て
一
連
の
講
義
を
行
っ
た
ほ
か
、
碑
文
文
芸
ア
カ
デ
ミ
ー

で
も
同
様
の
報
告
を
行
っ
た
。
そ
し
て
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
は
二
〇

一
六
年
度
の
フ
ラ
ン
ス
語
圏
大
賞
を
本
書
の
著
者
で
あ
る
松
村
氏
に
授
与
し

た
。
こ
れ
は
、
日
本
学
士
院
賞
の
授
賞
に
匹
敵
す
る
栄
誉
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
著
作
が
日
本
人
に
よ
っ
て
独
力
で
編
纂
さ
れ
た
の
は
驚
嘆
す
べ
き
出
来
事
で



一
一

あ
る
。

主
要
業
績

単
著

Jourdain de Blaye en alexandrins. Édition critique, G
enève, D

roz, 1999. 
D

ictionnaire du français m
édiéval, Paris, Les B

elles Lettres, 2015. 

共
著

Plaist vos oïr bone cançon vallant ? M
élanges de langue et littérature m

édiévales à 
François Suard, V

illeneuve dʼA
scq, U

niversité C
harles-de-G

aulle-Lille 3, 
1999. 

Frédéric G
odefroy. Actes du X

e colloque international sur le m
oyen français, Paris, 

École des C
hartes, 2003. 

Le M
oyen Âge de G

aston Paris. La poésie à l’épreuve de la philologie, Paris, O
dile 

Jacob, 2004. 
Pour acquerir honneur et pris. M

élanges de m
oyen français offerts à G

iuseppe D
i 

Stefano, M
ontréal, C

ER
ES, 2004. 

Par les m
ots et les textes. M

élanges de langue, de littérature et d’histoire des 
sciences m

édiévales offerts à C
laude Thom

asset, Paris, Presses de lʼU
niversité 

Paris-Sorbonne, 2005. 
Vocabulaire de l’ancien français. Actes du C

olloque de H
iroshim

a du 26 au 27 m
ars 

2004 à l’U
niversité de H

iroshim
a, H

iroshim
a, K

eisuisha, 2005. 
Le point sur la langue française. H

om
m

age à André G
oosse, B

ruxelles, Le Livre 
Tim

perm
an, 2006. 

L’art de la philologie. M
élanges en l’honneur de Leena Löfstedt, H

elsinki, Société 
N

éophilologique, 2007. 
G

uillaum
e de D

igulleville. Les pèlerinages allégoriques, R
ennes, Presses 

U
niversitaires de R

ennes, 2008. 
Pour s’onor croistre. M

élanges de langue et de littératures m
édiévales offerts à 

Pierre K
unstm

ann, O
ttaw

a, D
avid, 2008. 

Autour des quenouilles : la parole des fem
m

es (1450–1600), Turnhout, B
repols, 

2010. 
Le Souffle épique. L’Esprit de la chanson de geste. Études en l’honneur de Bernard 

G
uidot, D

ijon, Éditions U
niversitaires de D

ijon, 2011. 
K

i bien voldreit reisun entendre. M
élanges en l’honneur du 70

e anniversaire de 
Frankw

alt M
öhren, Strasbourg, Éditions de linguistique et de philologie, 2012. 

D
ialectologie et étym

ologie gallorom
anes. M

élanges en l’honneur de l’ém
éritat de 

Jean-Paul C
hauveau, Strasbourg, Éditions de linguistique et de philologie, 

2014. 

論
文

« U
n fragm

ent inédit dʼ Am
i et Am

ile en décasyllabes », Rom
ania, 108, 1987, 527–

539. 
« D

es régionalism
es dans Florent et O

ctavien », Études de langue et littérature 
françaises, 58, 1991, 1– 14. 

« Sur le texte des Enfances Renier », The Proceedings of the D
epartm

ent of Foreign 
Languages and Literatures (The U

niversity of Tokyo), 38( 2), 1991, 37– 58. 
« Pour la localisation de Florent et O

ctavien », Travaux de Linguistique et de 
Philologie, 30, 1992, 355– 366. 

« Sur le vocabulaire dʼ Am
i et Am

ile en alexandrins », Revue de Linguistique rom
ane, 

56, 1992, 475–493. 
« N

otes lexicographiques sur le Traité attribué R
obert de B

alsac », Travaux de 
Linguistique et de Philologie, 32, 1994, 109– 122. 

« Sur le vocabulaire dʼEustache D
elafosse (1548) », Travaux de Linguistique et de 

Philologie, 32, 1994, 123– 130. 
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« U
n m

ém
oire de 1448 (C

om
piègne), étude lexicographique », R

evue de 
Linguistique rom

ane, 60, 1996, 51– 72. 
« Sur le Traittié de C

onseil de G
uillaum

e Fillastre : leçons des variantes », 
N

euphilologische M
itteilungen, 98, 1997, 199– 208. 

« Sur le langage œ
nologique en français m

édiéval », Language, Inform
ation, Text 

(The U
niversity of Tokyo), 5, 1997, 45–50. 

« L
a terre de Jauche aux X

IV
e et X

V
e siècles : étude lexicographique », Les 

D
ialectes de W

allonie, 25– 26, 1997– 1998, 55– 162. 
« Les régionalism

es dans Jourdain de Blaye en alexandrins », Revue de Linguistique 
rom

ane, 62, 1998, 129– 166. 
« Les proverbes dans Jourdain de Blaye en alexandrins », Travaux de Linguistique 

et de Philologie, 37, 1999, 171– 215. 
« Jourdain de Blaye en alexandrins dans G

odefroy », Travaux de Linguistique et de 
Philologie, 37, 1999, 217– 249. 

« En lisant le D
ictionnaire étym

ologique de l’ancien français, H
3 », Language, 

Inform
ation, Text (The U

niversity of Tokyo), 7, 2000, 89– 94. 
« N

otes critiques : à propos de deux ouvrages récents », Language, Inform
ation, 

Text (The U
niversity of Tokyo), 8, 2001, 39– 48. 

« Sur G
illes li M

uisis : notes lexicographiques », Les D
ialectes de W

allonie, 29–30, 
2001–2002, 87–95. 

« Sur le texte de la Vie des Pères », Revue de Linguistique rom
ane, 66, 2002, 65–78. 

« N
otes de lexicographie française », Language, Inform

ation, Text (The U
niversity 

of Tokyo), 13, 2005, 33–41. 
« M

ises en relief. A
u sujet du vocabulaire des textes m

édicaux en ancien français », 
Revue de Linguistique rom

ane, 70, 2006, 309– 318. 
« M

ises en relief (avec G
illes R

oques) : W
illiam

 R
othw

ell et al., Anglo-N
orm

an 
D

ictionary, Second E
dition, A

-C
 et D

-E
, L

ondres, 2005 », R
evue de 

Linguistique rom
ane, 71, 2007, 277– 323. 

« Sur quelques régionalism
es du m

arquis de Sade », Language, Inform
ation, Text 

(The U
niversity of Tokyo), 20, 2013, 27–34. 

« Ém
ile G

uillaum
in et Valery Larbaud autour dʼ Allen », Les C

ahiers Bourbonnais, 
58, n

o 227, 2014, 51–56. 
« G

rim
od de L

a R
eynière et la lexicographie », R

evue d’É
tudes F

rançaises 
(B

udapest), 19, 2014, 75–80. 
« Les prem

iers contes de M
arcel Schw

ob et la lexicographie », Spicilège. C
ahiers 

M
arcel Schw

ob, 7, 2014, 41– 50. 
« R

em
arques lexicographiques sur les contes de G

iono parus dans lʼ Alm
anach des 

cham
ps », N

ouveaux C
ahiers H

enri Pourrat, 1, 2015, 177– 186. 
« L

a correspondance de M
allarm

é est-il une véritable m
ine pour les 

lexicographes ? », Études Stéphane M
allarm

é, 3, 2015, 131–144. 
« L

es Œ
uvres com

plètes de M
arcel Schw

ob en japonais : une édition 
problém

atique », Spicilège. C
ahiers M

arcel Schw
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