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In this paper， which is the seque1 to the treatise 1 presented 1ast year on the interpre-

tations and emendations of Beowul f; 11. 1-188.， 1 rearrange the various readings from 1ine 

189 to 370 which editors have proposed in order to restore those 10st because of damage 

to the manuscript or to repair scriba1 errors or omissions; in other words， 1 try to bring 

Dobbie's Notes up to date. 

本稿は先に発表したmベーオウルフ』の本文批評の という人の論文‘'Theformative stages of Beowulf 

ためにJ(広島文教女子大学英文学会刊『言語学論叢Jl textual scholarship: part 1"を読んだからである。

所収)の続編であるが，それは『へーオウルフ』本文 この論文は， 1950年以降のすべての校訂者が同意して

(11.1-188)の読みについて問題のある箇所を一つずつ いる読み(問題の箇所に関する)の実に4分の 3以上

取り上げ，提案されている種々の解釈・修正 (emen- が1857年 (C.W. M. Greinの版本が出版された年)ま

dations)を列挙することによって『ベーオウルフ』木 でに提案されていたということを示し， 19世紀前半の

文がし、かに不安定であるか，本文確定の仕事がし、かに 学者の貢献を再評価したものであり，筆者のテーマと

困難であるかを見たものである。従ってそれは問題点 一部重なっていることを知り，意を強くしたからであ

の再整理でもあったので，本稿以降は円、かに不安定 るQ

であるか」を示すことよりもむしろこちらに重点を置 ところで，前述の「問題点の再整理」とは，具体的に

いて，今回は第189行から第370行(第三章から第五章) は， Dobbieの版本にある Notesを自分なりに整理し

までについて問題のありそうな箇所を整理し，概観す 直し，少しでも up-to-dateなものにすることである。

ることにした。 Dobbieの版本は1953年の出版であるので，同年に出

そもそも，このようなテーマを抱いたのは，へーォ !反された C.L. Wrennのそれを参照しておらず，無

ウルフ』の言語について何か統計的な調査をしようと 論，それ以後の版本(例えば1978年に出た M.Swan-

思し、立った時，あまりに本文が不安定であるので，版 tonのもの一一これは Notesが少し物足りなしゃりゃ

本によって語形から句読法に至るまであまりにまちま 雑誌論文は含まれていなし、Q 従って，これらを参考に

ちであるのでちゅうちょしたことが動機であった(も して彼の Notesを一層新しいものにしようと試みた

ちろん統計的調査は問題の立て方により十分可能であ わけで、あるが，実際には筆者が目を通した雑誌論文の

ると思うが)。それから，この続編を書こうと思ったの 数は，浅念であるが，非常に限られている O

t土，Anglo・SaxonEngland 11に載った BirteKel1ey 最後に，今回から一部変更した記述方法について触
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れておしそれは対象とする本文を最初に載せたこと

である。これは Klaeberの版本に依った(しかし，

Klaeberの解釈をすべて採用しているわけではないの

で，本来なら自分の考える本文を出すべきであろう

が，これは後日を期したい)。従って，行数の後に問題

の語や文を提示する場合には，前回のように写本のそ

れではなく， Klaeber校訂の本文から引用したQ

※ 

III Sw昌 dama色lceare maga Healfdenes 

190 singala sead; ne mihte snotClr haled 

wean onwendan; was tat gewin to swyd， 

lat ond longsum， J元 on 出 leodebecom， 

nydwracu nitgrim， nihtbealwa mast. 

pat fram ham gefragn Higelaces tegn 

195 god mid G邑atum，Grendles dada; 

se was moncynnes magenes strengest 

on tam dage tysses 1ifes， 

atele ond eacen. Het him ydlidan 

godne gegyrwan; cw配百， he giidcyning 

200 ofer swanrade secean wolde， 

marne teoden， ta him was manna tearf. 

Done sidfat him snotere ceorlas 

lythwon logon， teah h吾 himleof ware; 

hwetton hig巴(r)δfne，hal sceawedon. 

205 H配 fdese gδda G邑ata1吾oda

cempan gecorone tara te he cenoste 

五ndanmihte; fiftyna sum 

sundwudu sohte， secg wisade， 

lagucraftig mon landgemyrcu. 

210 Fyrst ford gewat; flota was on ydum， 

bat under b巴orge. Beornas gearwe 

on stefn stigon，- streamas wundon， 

sund wid sande; secgas baron 

on bearm nacan beorhte fr配 twe，

215 giidsearo geato1ic; guman iit scufon， 

weras on wi1sid wudu bundenne. 

Gewat ta ofer wagholm winde gefysed 

flota famiheals fugle ge1icost， 

od tat ymb antid otres dδgClres 

220 wundenstefna gewaden hafde， 

tat白盃 lidende land gesawon， 

brimclifu blican， beorgas st吾ape，

side S2忌nassas; フ孟 was sund liden， 

eoletes配 tende. panon up hrade 

225 Wedera 1邑ode on wang stigon. 

sawudu saldon，- syrcan hrysedon， 

gii百gewado; Gode tancedon 

P記 ste him ytlade eade wurdon. 

pa of wealle geseah weard Scildinga， 

230 se te holmclifu healdan scolde， 

beran ofer bolcan beorhte randas， 

fyrdsearu fiislicu; hine fyrwyt brac 

modgehygdum， hwat ta men W2忌ron.

Gewat him同 towarode wicge ridan 

235 tegn Hrodgares， trymmum cwehte 

m母 genwudumundum， metelwordum 

fragn: 

‘Hw記 tsyndon g吾 searohabbendra，

byrnum werede， te tus brontne ceol 

ofter lagustrate laきdancwomon， 

240 hider ofer holmas? [Hw詑 t，ic hwi]le was 

endes2忌ta，agwearde heold， 

te on land Dena ladra nanig 

mid scipherge scedtan ne meahte. 

Nδher ciid1icor cuman ongunnon 

245 lindh記 bbende，ne ge 1吾afnesword

giidfremmendra gearwe ne wisson， 

maga gemedu. Nafre ic m孟rangeseah 

eorla ofer eortan， donne is 邑owersum， 

secg on searwum; nis T記tseldguma， 

250 w会pnumgeweordad， nafne him his wlite 

leoge， 

an1ic ansyn. Nii ic eower sceal 

frumcyn witan， ar g邑fyrheonan 

leassceaweras on land Dena 

furtur feran. Nii ge feorbiiend， 

255 merelidende， min[n]e gehyrad 

五nfealdnegetδht: ofost is selest 

tδgecydanne， hwanan eowre cyme syndon.' 

IIII Him se yldesta andswarode， 

werodes wisa， wordhord onleac: 

260 'We synt gumcynnes Geata 1邑ode

ond Higelaces heor百geneatas.

W配smin fader folcum gecyted， 

配teleordfruma， Ecgteow haten; 

gebad wintra worn， ar he on weg hwurfe， 

265 gamol of geardum; hine gearwe geman 

witena welhwylc wide geond eortan. 

W己turhholdne hige hlaford tinne， 

sunu Healfdenes secean cwδmon， 
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leodgebyrgean; wes tu us larena god I 

270 Habbad we tδtam maran micel arende 

Deniga frぶ町 ne sceal 陣 rdyrne sum 

wesan， tas ic wene. ])u w亘st，gif hit is 

swa we sotlice secgan hyrdon， 

tat mid Scyldingum sceadona ic nat hwylc， 

275 deogol dadhata deorcum nihtum 

邑awedturh egsan uncudne nid， 

hyndu ond hrafyl. Ic T配 sHr品目g孟rm苫 g

turh rumne sefan rad gelaran， 

hu he frod ond god feond oferswydet 

280 gyf him edwenden afre scolde 

bealuwa bisigu bot eft cuman-， 

ond ta cearwylmas cδlran wurdat; 

odde a sytdan earfodtrage， 

treanyd tola百， tenden þ~是r wunad 

285 on h吾ahstede husa selest.' 

Weard matelode， ð~忌r on wicge sat， 

ombeht unforht: ‘Aghw母 tressceal 

scearp scyldwiga gescad witan， 

worda ond worca， s邑 tewel tenced. 

290 Ic tat gehyre， tat tis is hold weorod 

fr品anScyldinga. Gewitat ford beran 

W 詑 penond gewadu， ic長owwisige; 

swylce ic magutegnas mine hate 

wid feonda gehwone flotan長owerne，

295 niwtyrwydne nacan on sande 

arum he唱ldan，ot dat eft byred 

ofer lagustr白 mas leofne mannan 

wudu wundenhals to Wedermearce， 

godfremmendra swylcum gifete bid， 

300 tat tone hilderas hal gediged.' 

Gewiton him 同 f邑ran，- flota sti1le bad， 

seomode on sale sidfatmed scip， 

on ancre fast. Eoforlic scionon 

。ferhl邑orber[g]an gehroden golde， 

305 fah ond fyrheard，- ferhwearde heold 

gutmod grimmon. Guman onetton， 

sigon atsomne， ot tat hy [s]al timbred 

geatolic ond goldf油 ongytonmihton; 

tat was foremarost foldbuendum 

310 receda under roderum， on 1域 m se rica bad; 

lixte se 1邑oma ofer landa fela. 

Him同 hildedeor [h]of modigra 

torht getahte， tat hie him t己 mihton

gegnum gangan; gudbeorna sum 

315 wicg gewende， word after cwa白:

‘Mal is m吾 tof，吾ran; Fader alwalda 

mid arstafum eowic gehealde 

siδa gesunde! Ic to sa wille， 

wid wr孟dwerod wearde healdan.' 

V 320 Str会twas stanfah， stig wisode 

gumum atgadere. Gudbyrne scan 

heard hondlocen， hringiren scir 

song in searwum， ta hie tδsele fur百um

in hyra gryregeatwum gangan cw凸mon.

325 Setton sam邑]フe side scyldas， 

rondas regnhearde wid T配 srecedes weal; 

bugon ta tδbence，- byrnan hringdon. 

gudsearo gumena; garas stodon， 

samanna searo samod atgadere， 

330 ascholt ufan grag; was se irentreat 

wapnum gewurtad. 

ta ð~忌r wlonc haled 

るretmecgas 配 ftera pelum fragn: 

‘Hwanon ferigead g吾 fattescyldas， 

grage syrcan， ond grimhelmas， 

335 heresceafta h邑ap? Ic eom Hr甜gares

画rond ombiht. Ne seah ic el同odige

tus manige men modiglicran. 

Wen' ic T副長 forwlenco， nal1es for 

wracSidum， 

ac for higetrymmum Hrodgar sぬton.'

340 Him ta el1enrof andswarode， 

wlanc Wedera leod， word配fterspr配 C

heard under helme: ‘W品syntHigelaces 

b言。dgeneatas; Beowulf is min nama. 

Wi1le ic asecgan sunu Healfdenes， 

345 marum teodne min arende， 

aldre 1フinum，gif h邑 usgeunnan wile， 

Iフ配tw吾 hine swa gδdne gr吾tanmoton.' 

Wulfgar matelode -t副 wasWendla 1吾od，

W 配shis mδdsefa manegum gecyded， 

350 wig ond wisd邑mー:‘Ictas wine Deniga， 

fr己anScildinga frinan wille， 

beaga bryttan， swa tu bena eart， 

teoden marne ymb tinne sid， 

ond T邑 taandsware adre gecydan， 

355 首長 m吾 se goda agifan tenced.' 

Hwearf ta hradlice tar Hrodg孟rsat 
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eald ond anhar mid his eorla gedriht; 

言。deellenrof， t理 th邑 foreaxlum gestod 

Deniga frぶn; cu併協 dugude同aw.

360 Wulfgar madelode tδhis winedrihtne: 

‘H吾rsyndon geferede， feorran cumene 

ofer geofenes begang Geata leode; 

tone yldestan oretmecgas 

Beowulf nemnaδ. Hy b己nansynt， 

365 tat hie， )フeodenmin， wid te m邑ton

wordum wrixlan; nる diihim wearne get邑oh

dinra gegncwida， gl配 dmanHrodg函r!

Hy on wiggetawum wyrde tincead 

eorla g巴配htlan; hiiru se aldor d吾ah，

370 s邑 tamheadorincum hider wisade.' 

※ 

189f. da malceare...s吾ad; ここの怠味は大体通じ

るのであるが，構文が問題になった o malceareを

acc.とし， seadを他動詞とみる考えと， malc伺 re

を instr.dat.ととり seadを自動詞とする考えとが

ある。 Trautmannは m会トを mδι と修正する

が，一般には受け入れられていなし、。また， daは

副詞ととられているが，定冠詞と解することも可能

である O

195. god mid G邑atum. Malone は midG吾atum

を194行の hamの variationととり，最近出版され

た S.A. 1. Bradleyもそのように訳しているが，こ

の解釈は godmid Geatumのまとまりを壊すこと

iこf工る。

203b-204a. この箇所は写本ではベージの ，番土に位

置しているので損傷がひと L、。今から 200年ばかり

前の1787年に筆写された ThorkelinA， BのおかげP

で、復元されたわけだが，最後の単語についてはAは

tofneと読み， B は forne と読んでいる。今では

最初の文字の下の部分しか残っていないが，その文

字は r，t， f， s， w のいずれかであっただろうと言

われている。 これを rofne と推定したのは Rask

で，この説が広く採用されている。

204b. hal sceawedon. 今では halの hと置の左

側が失われているが， sceawedon ははっきりと判読

できる。しかし Sedge五eldはこれを geeawedonと

修正したり (1 ed.)，写本の読みに従ってみたり (2

ed.)， h~討を hæle “warrior") と校訂したり (3

ed.)，節操がなし、。
na 

207. fiftyna. 写本では xvと書かれてしら。

207b司 209b. lagucraftig mon は誰れを指すのか，

wisade.. .landgemyrcuはどういう意味か，について

少し見解の栢違がある Q

(1) lagucraftig monは Beowulfを指すと考える

(当時の英雄は操ー船術にも長けていたにちがL、なL、

ので)が，

D wisade...landgemyrcuを“ledthe way ω 

the shore"と解釈する (Klaeber，Chambersなど

多くの学者)。

2) wisade... を Beowulf “instructed them... 

about the coastlines [on their way ther官]"と解

する (W.W. Lawrence， Wrennlo Clark-Hallは

“pointed out the landmarks"と訳していた。

③ Beowulf“was their pilot on this expedition" 

と広く解する (Chambersl。

(2) lagucraftig mon は Beowulfではなく “a 

professional pilot"を指すと解する(これは古くか

らある見解だが，最近では Dobbieがこれに与して

いる)0

(3) 上の 2つの解釈と全く異なり， 208b-209aを挿

入文と見て landgemyrcl1を sδhteの目的語ととる

(Grundtvig， H. Gering)。

210. MS. fyrst. このようにはっきりと判読できるに

もかかわらず，これを fyrd(“troop of warriors") 

と訂正したり (Grundtvigや Holthausen)，Fleot 

(“vessel")と修正したり (Trautmann)することも

かつて行われた。

213. sund. これは普通 m.nom. sg. で， 前行の

str匂 masと同様とされる。研究社版の注では [acc.

sgーとみて wundonの目的語とする解釈もある。」

と言い，確かに Gordonの訳でも‘'Thecurrents 

turned the sea against the sand."となっているが，

比較的詳しい Dobbieの注ではこの説に触れていな

L 、。

219. ymb antid otres dogores. antidは他に記録

がなく，意味がはっきりしないので，いくつかの解

釈が試みられてL、る。

(1) S町 ersは 竺 世 を O.N.豆垣盟1 “agreed

time， term")と比較し，“duetime"の意味ととり，

ymbは「時」に関して使われるときには“about"

ではなく“after"を意味すると言った。全体で“af-

ter the lapse of due time， on the next day"とな

る。最近の版本は大体この説を採ってL、る。ただし，

Dobbieも Klaeberも otresdogoresを副詞的属格

ととらず，画ntidにかけるo 一方， Wrennはこれを

副詞的属格ととり“aboutthe expected time， on 
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the next day"と訳している Q

(2) Cosijn は EttmulIerに従って，証n・tid=and-

tid or ond-tid (“the same time")を主張した。全

体で“aboutthe same hour of the second day" 

となる。 Chambers，Heyne， Holder， Socin， Traut. 

mannなどがこの立場。

(3) Greinはこれを non-tid(= hora nona)と比較

し， hora prima “erste Stunde")と解した。近く

では Leonardがこの解釈に立ち帰って“afterthe 

risen sun of the next day"と訳している Q

223b-224a. ta was sund Iiden， I eoletes at ende. 
写本ではこうなっているが， lidan (“to go (by sea)， 

to sail")の他動詞用法が O.E.には確認されない

ために， lidenを lidanの p.p. と解することに反

対する学者がし、る。また， eoletesは eolet (“sea， 

journey" i?))の属格形と解されているが，この主務

形の在証がない。ために種々の提案がなされてい

る。

(1) 写本の sundIidenを sundlida (“sea .sailer") 

に，そして eoletesを ealade (e仕 lad，e; f.“a 

waterway"の gen.sg.)に修正する (Thorpe)。

(2) sundlidaへの修正を採用した者に Trautmann，

Holthausen (3-5 ed.)， Sedge五eld(2-3 ed.)等がし、

るが， eoletes については， Trautmannは eosetes

に修正し(しかし， Dobbieによれば， eosetなる名

詞は記録になし、)， Holthausen (3-5 ed.)は eoledes

(邑o-Iadの弱形均0・lodn.の gen.sg.)に， Sedge‘ 

五eld(1 ed.)は写本の eoletesを nom.sg.ととり，

第2版では gen.sg. ととり，第3版では ealetes

(“the terrible (sea)")に修正してLる。

(3) しかし， Holthausen (7 ed.) は写本の sund

lidenを保持し， eoletesについては， eoleces (=ぬ・

laces) に修正し， 第8版では更に eoflotes (=吾a

-flotes)に訂正する。

(4) 写本の sundlidenを sundlidan(dat. sg.)と

修正するのは Mackieと Andrewであり，前者は

“then it was at the end of the sea to th巴 ocean.

travelIer"と訳し，後者は eoletesをも ealad(nom. 

sg.) と修正し，“whenfor the ship the voyage 

was ended."と訳す。

(5) 両方とも写本の形を保持する (Chambers，Kla. 

eber， Dobbie， Wrennなど)0 lidanの他動詞用法

については，Heliand における同様の例や O.Icel.

主主の他動詞用法を Dobbieは指摘しているが，

Wrenn は “・・・Butthe passage， though not paraト

leled， make clear sense."と簡単に片付けている 3

4方， eoletesを保持する場合には，その意味が明確

でないので， ギリシャ語の o町。νω と結びつけて

“labour" の意味と解するi況から写字生のへまによ

る単なる“ghost.word"と見るものまで諸説紛紛で

ある。 Chambersも Wrennも，この語の前分 eo

l土吾a(“river， water")の Northumbrian形であろ

うと言うが， Dobbieは言及に値する説として次の

ものを挙げている Q

~D eolete<者el司wite “foreignjourney") (C. M. 

Lotspeich) 

② eoletes<匂 a.letes(“sea.voyage") (Prokosch) 

③ 白 let(“sea")く旬。I(“Angelica silvestris"と

L 、う植物名)(Krogmann) 

③ eoleteく咲'eolhete(“the pasture of the elk"→ 

“the pasture.land of the ship") (A. C. Bouman) 

22b. hrysedon. この動詞の主語はすぐ前の saldon

と次行の tancedonの主語と同じ Wederaleodeで

あると考え， この動詞を他動詞ととる学者もいる

(Trantmannや Andrew)が，大抵の校訂者は白動

詞と解している。また， 226b-227aを Dobbieは，

Socinや Holder(2 ed.) Iこ従って括弧に入れている

が，他の校訂者もそこにダッシュを置いたり，七ミ

コロンを打ったりしている。

229. Pa. 写本では欠けている。 Thor】，elinA， Bによ

る復元。

230. holmclifu. holmの部分が現在の写本で、は欠け

ているが，行聞に現代の書体での書き込みがある Q

A， Bによる復元。

240. [Hwat， ic hwiJ le was. 写本では hider ofer 

holmas le wasとあり， gapも damageもなし、。

そこで Thorkelinはこの leをIcと読み， Kem. 

bleは Ieと読んだのであるが，はっきりと leとあ

るのを勝手に変えるわけにはし、かなし、。写字生がう

っかり抜かしたものを補うべきである Q

(1) Buggeの提案は

主主E些r恒担竺!' [Hwile包盟主自主
was ende.s~忌ta.

(2) Trautmannは [Icon hylJle w詑 S と読む。

(3) Sieversは(1)を [Hwat，ic hwi] le was I en. 
desata，と修正した。 Holthausen，Sedgefield (2， 3 

ed.)， Chambers， Klaeberたちがこの解釈に従って

L 、る Q

(4) Kaluza {土単に [IchwiJ le was とだけ補っ

た。 Holder(2 ed.)， Socin (6， 7 ed.)， Schucking， 
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von Schaubert， Malone， Wrenn等がこれを採用し

ている Q

Dobbieは(3)か(4)が“acceptable"であると言う Q

242.持. 前世紀の校訂者たちは， Dobbieによれば，

写本の teを tatや tatteに修正していたQ こ

れは“sothat" の意味を期待Lてのことであろう

が， teを貯 (instr.sg.)の別形回ととれば修正の

必要はない。

244-245a. ここは多くの学者が“Neverhave war-

riors attempted ωcome here mo閃 openly."と解

しているところであるが， Buggeは cumanを名詞

(“strangers" の意) ととり， ongunnon の意味を

“advanced"と解した。 Klaeberも一度はこの解釈

に傾き， ongunnonの意味を“behaved" に訂正し

たりした。 Chambersもこれに従って，“Neverhave 

strangers， warriors， made themselves more at 

homβ と訳している。 Wrennによれば，“behaved"

とし、う意味は CuraPastoralisには在証があるが，

詩には出て来ないと言う。そして Klaeberはその

版本において，この箇所は「許可なしに他国に入っ

たことに主たる力点が置かれているようだ」として

履初の解釈に戻っている。 Wrennも， cuman f'こ主

強勢があるので韻律的には後の， Buggeの解釈の方

がいいのかも知れないが，文脈は初めの解釈を支持

すると言う。また ongunnonはここでは不定詞の

cumanと共に“aperiphrastic pret."を構成してい

るようだとも指摘している。

245b-247a. ここの文の意味がはっきりしない。初期

の校訂者たち (Ettmullerや Holthausen(2ー7ed.) 

等)は，現在のように訴 leafnes-wordとせず，

geleafn唱s-wordと読み， 246行の wissonを 3人称

ととっていた。 Klaeberも244行の cumanを名詞

ととった時には同様に考えていた。後にこの考えを

捨てたが，彼の校訂本の注では246行の gearweは

gearoの間違い(写字生による)であろうと言い，

“you were not sure that permission would be 

readily grant廷d." と訳している。 Dobbie もこの

Klaeberの説を否定してはいなし、。 Lかし，相手が

誰れかもわからないのに， i許可がすぐに与えられ

るだろうと思わなかったのですね。」などと言うだ

ろうか。 Holthausen~7 ed.)はこの文を疑問文と解

しているが，これは写本をいじらないで済むだけに

まだ可能性がある。が，ここでは一応 Wrennの訳

“nor did you make certain of having the permis-

sion， the consent of the warlike kinsmen (i. e.， 

Hrotgar and Hropurf)"を採用しておこう Q

248. eower sum. Wrennはこれを“anotable one 

among you"と訳すQ

249. seldguma. この複合語は一回しか現われない

のでいくつかの意味が与えられて来た。“hall-man，

retainer" (Bugge)，“stay-at-home， carpet-knight" 

(Grein)，“a peasant， one who possesses only a 

small homestead" (Heyne (2 ed.)， Forster)，“me-

nial" (Kock)，“a rare， or superior man" (Bright) 

等々。結局， seld司は“(royal)hall， palace"を表わ

すという Buggeの説が広く採用されている。

250. nafne. 写本には nafre とある。 Kemble(2 

ed.)がこのように修正し，後の校訂者も Grundtvig

を除いて大体皆これを受け入れている。その場合に

は“unlesshis fa田 belieshim， his excellent front" 

の意味となる。 しかし Wrenn は写本の n配 fre

を nafre(“neverっと読み， これを保持し，全体

を“Mayhis beauty， his peerless countenance， 

never belie him'"と訳している O 意味が通じ，写

本に手を加えなくて済むのでこの解釈の方がすくvれ

ている。最近出た Bradleyの訳もこれを採用して

し、るO

252. heonan. 写本では最初の 4文字が欠けている

が，すぐ下に現代の書体で (h)eonanと小さな書き

込みがしである。

253. leassc吾aweras. 写本では leassc四 -weras(“de-

ceitful observers， spies")となってしる。初期の校

訂者たち (Ettmuller (2 ed.)， Thorpe， Wulker， 

Holder， Socin Wyatt)はこれを lぬsesceawerasと

修正した。しかし，これは typeDii誌の韻律となり，

Chambersによれば， double alliterationを持つ行

を除けば他に例がないと L、う。そこで後の校訂者た

ちは， Trautmanを除いて，これを leassceaweras 

とLウ複合語ととるA.Pogatscher の説に従った

(ただ，この半行を Klaeberは typeDzと考える

が，中川 (1982) は Da(=Dt) ととるん Traut-

mann はここを leafsceaweras (“observers with 

permission")に修正している Q

255. min[nJe. 写本には mineとある。 Kembleに

よる修正。

257. hwanan eowre cyme syndon. Wrennはこの

節を“Whatis the cause of your coming and from 

whence?" と訳し， S. B. Greenfield も “whence 

you've come， and why"と訳している。

260. gumcynnes G吾ata 1吾ode. gumcynnes' G長ata
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を appositionととることもできるし，また Klaeber

が言うように，‘gen.of specification'と見て，“as

to race" と訳すこともできる Q

262. W配smin fader. 写本ではこのようになってい

るのであるが，強勢が 1つしかないというので，多

くの修正が試みられて来た。

(1) Was min fader [monegum] (Trautmann) 

(2) Was min fader [foldan] (Trautmann) 

(3) W母 smin 配 der[on foldan] (Holthausen (1 

ed.)) 

(4) Was min [frod] fader (Holthausen (2 ed.)， 

Sedge五eld12 ed.)) 

(5) W配 s min fader folcum [feor] gecyted 

(Holthausen (3-7 ed.)) 

(6) 写本の通りとするが mIn にも強勢を置く

(Chambers)。

(η 写本の通りとし強勢は 1つだけの，いわゆる

Weakened verseと見る (Sedgefield，中JII(1982))。

中川によれば，このタイプの韻律は1"a-verseだけ

に存在し， 323ある」。これだけあれば問題にする必

要はなかろう。

271b-272a. ne sceal tar...w吾ne. これを Wrennは

“a most important matter will not be kept secret， 

as 1 expect."と訳すが， willでは弱すぎるのでは

ないか。笠竺!の訳は，他の訳者がしているように，

“must"か“should"とすべきであろう (Greenfield

は Wrennと同様“1expect nothing will remain 

concealed."と訳しているが)。

272b-273. gif hit is...hyrdon. Dobbieはこの節を

Hoopsに従って括弧に入れており， Wrennは夕、ツ

シュではさんでいる O

274. sceadona. 写本には scea の部分だけが残って

いる。 ThorkelinA による復元Q

275. dadhata (“one who shows his hatred by 

deeds"). この語の意味も簡単には決まらなかったo

Klugeはこれを dadhwata と読み Trautmann

は d邑adscataに修正した。

280. edwenden. 写本では最後の 2文字が消失して

いる。 ThorkelinA， B は共に edwendanと読ん

だ。これには 2通りの解釈がある。 1つは edwen-

生旦=edwend竺(名詞)ととるもの，もう lつは不

定詞ととり，次行の bisiguをその主語と見るもの。

名詞ととる場合には bisiguは gen.sg.となり b邑t

にかかる (Chambersは edwendenにかけ， Klae-

berは両方にかける)。この解釈を採る者に Grund-

tvig， Bugge， Holthausen， Sedge五eld，Chambers， 

Klaeber， Wrenn等がし、る。一方，不定詞ととるの

は Hoops，Bos.-Tol.， Dobbieである。が，動詞とし

ての用例がここを除けば現在分詞の 1例だけ (Re-

gius Psalter 77. 39)であるのに対して，名詞とし

ては他の作品はもちろん Beowulf2188行にも現わ

れる。また意味的にも， Dobbieの訳{“iffor him 

the affliction of woes should ever change， remedy 

come again")よりも Wrennの訳(“ifa change， a 

remedy of the affliction of his disasters， was ever 

after to come about")の方が自然なように思われ

る。 Dobbieは bisiguを gen.sg.ととることに抵

抗があるのであろうか。

282. ond ta cearwylmas colran wurdat; この行の

解釈も学者によって異なっている Q

(1) すぐ前の条件節の帰結と見て，“andthen， the 

surgings of sorrow will become cooler."と訳す

IWrenn)。

(2) 条件節を独立的な挿入文と見て， 279行の ofer-

swydet と282行の wurdatを parallel と解し，

“how he will overcome the fiend，… and the sur-

gings of sorrow will become cooler"と訳す IDob-

bie， Bradley， Swanton)。

(3) 写本の wurdatを wurdanと修正し IEttmul-

lerは weordan とする)， 条件節中の edwendan

と cumanとに並行させる IGrein，ten Brink， An-

drew)。

287b-289. Wrennは格言的内容のこの箇所を Schuc-

kingや Holthausen(3-5 ed.)のように括弧に入れ

たりはしないが，しかしこれは O.E.詩によくある

“those general moralizing comments"のlつであ

って，特定の人に発せられたのではないと言う Q し

かし，逆に Klaeberはこの陳述は coast-guardが

先の自分の形式ばった態度を弁解しているところで

あると言う。

297. 1吾ofne mannan; 299-300. gδdfremmendra 

swy lcum.. .gediged. ここも意見の分れるところで

ある。

(1) leofne mannan (acc. sg.)をベーオウルフの

一行を指す集合名詞的用法とし g:odfremmendra

竺ylcu旦 (dat.sg.)ニ l吾ofnemannanと考え， “to 

whomsoever it shal1 be granted that..." と訳す

(Kemble， Thorpe， Klaeber)。

(2) leo色空旦盟主旦と swy主主主はいずれもベーオ

ウルフだけを指すと見て，“ωsucha valiant war-
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rior it will be granted that..." と訳す (Dobbie，

Wrenn， Bradley)。

(3) 1吾ofnemannanはベーオウルフを指し god-

fremmendra swylcumは“valiantmen like your 

captain"あるいは“suchdoers of good deeds"を

意味すると考える (Greenfield)o

302. sale. 写本は soleとある。 Ettmullerが saleと

修正し，後の校訂者も大体皆これに従っているが，

Malone は，写本のつづりは互の円展化の初期の証

拠であるとして， soleを保持する。

304. hleorber[gJan. 写本には hleorberan とある

が，ここは“helmets"の意味が期待されるとして，

Ettmullerと Geringはし、ずれも hleorbergan(そ

の単数・主格形は弱変化名詞の hleorbergeではな

く， hleorbergである)に修正した。そしてこれが

多くの校訂者に受け入れられている。しかし，次の

ような意見もある Q

(1) 写本の形態を保持するもの

①写 本 の hleor be竺豆を二語と読み， 301b-

303aを括弧に入れ， beranは 301aの gewiton

にかかる不定詞ととり， 303bの sciononは動詞

ではなく scjenan “bright" の意で，弱変化の

acc. pl.)の別形で， eoforljcを修飾する形容詞と

解釈する (Sedgefield(1 ed.))。全体で“theywent 

bearing the bright boar-images above their 

faces."となる。

②写本の hleorberanを女性名詞必hlるor-bere

(“visor"の意(?))の dat.sg.と解する (Grein，

Malone)。

③男性名詞ぷhleor-bera(“Wangentrager")を想

定する (Heyne)。

(2) 修正を要するもの

①写本の hleorberanを oferhelmum weraに

修正する (Trautmann)o

② ofer hleo tu b吾ran(“they bore， over the 

hillsides..." )と修正する (Sedgefield(2 ed'))a 

Maloneは一体に写本に忠実であるが，彼が(1)の②

の説に与するのは， O.E.※-bereが Chaucerに現

れる b号re(“pillowcase")と同一であると考えるか

らで， Dobbieもこの意見を無視できず，自分の版

本で、は修正していなし、。

305b-306a. ferhwearde h白 ld/ gutmod grimmon. 

まず ferhweardeは写本には ferhwearde とある

むで，これを 2語と見るか，複合語と見るかが問題

となる。次に豆己主主onであるが， これは写本に
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笠竺旦旦onとあるのを Bright並びに Sedgefieldが

このように修正したもので，もちろん決定的な解釈

ではない。

(1) 写本のたrh wearde を2語ととる (Grein，

Heyne， Socin， Wyatt， Sedgefield (1， 2 ed)， Hol-

thausen (6， 7 ed.)， Hoops等)。その場合， ferhは

全竺h(“boar")の別形で， 303bの竺主主Eを指し

h吾oldの主語となり， wearde (“guard")は目的語と

なる。そして，

① gutmδd (“warlike")を ferhと一致する形

容詞ととり，写本の主主竺豆旦を g担mo竺と

修正し， これを grim(m)の dat.plで，副詞的

用法と解する (Bright)。全体で，“theboar (crest) 

held guard， grimly warlike of mood"の意味と

tJ:.るO

② ①と同様 grimmonと修正するが，これを名

詞的用法ととる (Sedgefield(1， 2 ed.))。全体で，

“the warlike boar kept guard over the五erce

ones."となる。

③写本の grummonが“thefierαones"を意

味すると考える点では②と同じであるが，これを

保持するため O.Danish grum (“たrce，cruel") 

をヒントにして， O.E. 1こ当旦旦なる形容詞を

想定する (Malone)。

④①， ②と同様 grimmon に修正するが，

ぷgutmodgrim(m)(“grim with battle courage") 

なる triplecompoundを想定する(Prokosch)。

(2) 写本の ferh weardeを“guardianshipover 

life"の意味の複合語ととる (Bugge，Holder， Hol-

thausen (2-5 ed.)， Schubking， Chambers， Klaeber， 

Sedgefield (3吋.)， von Schaubert， D由 bie，Wrenn 

等)。 これらの学者が (1)の解釈をとらないのは，

O.E.において“boarhelmets"を表わすのに用いら

れる語は通例 swjn か eoforであって， た(a)rh

(i子豚」の意ふが詩において用いられた可能性を

疑うからであるO そして，

① gutmodを heoldの主語とし，具体的には

303bの eoforHcを合意すると解する(この見方

は， g泊tmodを形容詞ととり， t'oforljc (pl.)を

heold (sg.)の主語と解する Dobbieの考えよりも

若干勝れている)。そして grimmonへの修正を

受け入れると，全体で“thewarlike one kept 

life-watch over the五erceones."となる (Klaeber

その他)。

②写本の gutmodgrummonを gutmodgum



menに修正する (Bugge，Holthausen (2 ed.)， 

Schucking， Chambers)o Chambers は 304行の

終りにセミコロンを打ち， 305a-306b を“the

gleaming and tempered [helm] held guard of 

life over the valiant man."と訳す。一ーしかし，

これは修正の幅が大きすぎる。

③①とほとんど同じ読みであるが， gutmod 

が coastguardを指すととる点が異なる (Imel-

mann)。一ーしかし，ベーオウノレの一行が海岸を

警護する武士に守ってもらう必要があったであろ

うかと Klaeber，士反論する。

④ grummonを gummon(“man勺に修正し，

ベーオウノレフを指すと考える (Holthausen (3-5 

ed.))。

(3) 写本の ferh wearde を f配 rwearde(“boat-

watch")に修正する (Cosijnその他)。そして，

①写本の grummonを grim-mon “warrior")

に変え， “Bootwache hielt ein kampfmutiger 

Krieger"と訳す (Trautmann)。

② grummonを gummonに修正する (Holthau-

sen (1 ed.)， Carleton Brown)o Brown の訳は

“a warlike man held boat-watch." 

(4) その他として，写本の grummonを強変化動詞

grimman “rage， roar， hasten (?)")の pret.pl.と

とるグループもある。

① eoforlic をその主語とし Bryan は“the

boars roared."と訳し， Furuhjelm は“theboar 

(五gure)sexcited the battle.mood of Beowulf 

and his men."と訳す。一ーしかし，定動詞の数

が2回変化することになる (scionon(pl.)→heold 

(sg.)→grummon (pl.))。

② ferh wearde heold (“a sma!! pig kept 

guard")を括弧に入れ， gutbord grummon (“the 

shields growled")と校訂する (Mackie)。

③ gutmod grummon を独立の文とし， gut-

mod を nom. pl. m. の名詞(“battle-hearts，

warriors")と解し，全体を

warriors were 五“仙!!e吋dw羽it也he位xに凶cit旬eme印nt." と訳す

(但Bos鼠.-Tol.， Thorpe， Crein， Heyne， Wrenn， Swan-

ton等)0Kembleは同じ考えから Gudmδdeと

修正する。もし Wrennが言うように， gut+名

詞=名詞， gut+形容詞=形容詞というのが本当

であれば， gutm剖は名詞ということになり，こ

の解釈は写本の修正を要しないだけに有利であ

る。ただ，動詞の number の移行 (scionon→

heold)は残る。

307. [sJal timbred. 写本には altimbred. とあり，

頭韻もなければ，ここにピリオドが来るのもおかし

い。 Kembleがこのように修正し，これが広く受け

入れられてL、る。

312. [hJof. 写本には of.Kembleによる修正。

323b-324b. ta hie tδsele...cwδmon. Andrewに従

えば，この副詞節は同…furdumを含むので“as

soon as they reached the ha!!"の意味となり，前

の文ではなく後の文と結び付けられねばならないの

だが，他の校訂者冷すべて前の文に付けており，そ

のように解釈して何ら問題はないと Dobbieは言う

(この場合は「彼らが恐るべきよろいを着て宮殴へ

歩いて行った時，光り輝く鉄環が戦いの衣の中で鳴

り響いた。」 となる)。 しかし， この解釈は知…

furdumを無視することになる。 Trautmannはそ

れを避けるために， furdum (“just， fIrst")を fur-

担:.(“further on")に変えた。一方， Wrennはこの

従属節を後の文に付けて「宮殿に到着するや否や.

海の旅に疲れた彼らは広い楯をその館の外壁に立て

かけ，それから長いすに腰かけた。」と解する。

Swantonや Bradleyも 323bから新しい文を始め

ている。

332. atelum ("lineage"). 写本には h配le tum と

あるが，これは明らかに写字生がすぐ前に出て来る

haled (“man， hero")につられて犯したミスである

と Chambersは言う。そして，この Greinによる

修正が広く受け入れられてしる。

338. W白 写本には wenとある。 これは後続する

母音の前で語末のこ主が落ちたもので，他の語一一

例えば竺竺豆竺竺rd(668行)，主竺 (1回2行)，豆bb

(2600行)， sum (2940行)ーーにも見られる現象で

ある。従って Schucking，Klaeber， von Schaubert， 

Wrennたちがしているように apostropheをつける

必要はないように思われると Dobbieは言う。

339. higetrymmum. 写本ではこの複合語の途中で

ベージが終っており，次ページの最初に来る第二要

素が今では -mumしか残っていなし、0 ・trymmum

と復元されたのは ThorkelinAによってであるが，

Malone (PMLA LXIV)によれば， Aも初めはこれ

を判読することができず， 20字分のスベースを残し

て飛ばして写していたが，後にここに tfymmum

と書き(残りのスベースは9個のドットで埋め)，

さらにこれを trymmum と訂正したものであると

いう。一方， Bは ymmumと書いていたようであ
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るが，後に別のインクで trymmumと変えられ，

下に「近接撮影」のマークがつけてある Q これはB

テ舟ストが書かれて何年も後に， ThorkelinがAテ

クス hと一致させるためにこのように訂正したもの

であろうと Maloneは考えている。

344. sunu. 写本にもこうあるが，これが dat.sg.で

あるところから suna に修正しようとする校訂者

(Kemble等)もあるが， sunuの形態も在証がある

(Christ 210，635)。 従って必す.しも修正の必要はな

L 、。

348. tat. 写本には pとある。 Andrewは P記 tが

“a mere statement of identity"において人を指す

のに使われることはあり得ないとして，写本のEは

関係代名詞泌を表わすと考えているが，他の校訂

者はほとんどで皆 tatと読んでいる。

357. anhar. 写本には unharとある。 anhar と修正

する校訂者が多いようだが，写本の形態を保持する

者もある。

(1) 写本の形の un. は強調の前つづりであると見

て(“veryhoary"の意)，これを保持する (Bugge，

Schucking， von Schaubert等)。しかし Chambers

や Klaeberはその証拠が不十分であると言う。そこ

で Sedge五eld(1 ed.)は unharを“withhair not 

yet white"と解した。しかし彼は第2版と第3版で

は強意の前接辞を持つ inharに修正しているQ

但ω) Trau叫山tma叩nnIは土初めはこれを哩註2竺r('‘“‘'in五伽rmぱ"

に修正することを提案したが， 後にこれは空包E

の間違いであるとしてそのように修正した。確かに

aの上部が弱く書かれていると U と紛らわしし、。

Dream 01 the Rood 117でも写本の担金生1は

意味をなさず，ために担金生!(“timid")に修正さ

れている。この説を採る者に Holthausen，Cham-

bers， Klaeber， Dobbie等がし、る。(しかし， Cosijn 

と Wrennは， unーが強意、の主主こや竺二のー形態

として“somedialectal currency"を持っていたよ

うだという Klaeberの初期の見解を採り，写本の形

を保持している。)

358. for eaxlum (“before the shoulders"). Klaeber 

や Bradleyは“beforethe face"とか“infront 

(of the ruler)"と訳しているが，羽染はその日本語

訳 (1978)で「肩先に(立った)Jと訳し， 1王の直

接前方ではなく，やや脇寄りに立つことで，当時謁

見の作法とされた」と注してし、る。

360. to his. 写本では his のー部が欠けてL、る。

Thorkelin Bは hisとしているが， Aには isとあ

る。しかしこれはAが tohisとすべきところを誤

って thoisと読んだことによる。

367. gladman. 写本にもこのようにあり， Thorkelin 

A， B も同様。ただしBは別のインクで gladnian

に変えられている。 しかしこれは， どう見ても ni

ではなく m である Q

(1) Buggeは写本にある gladman がラテン語の

hi1aris (1活気のある，陽気なJ) の注解として使用

されている事実に基づき，これを形容詞と解して保

持した。後の校訂者もほとんどこの説を採用してい

るが，“cheerful"の意味の他に“kind，gracious" 

をも認めている。

(2) gladma (“gladness")の斜格ととる Q

(3) glad manの2語と読む。

(4) gladmodに修正する (Grundtvig，Holthausen 

(1， 2 ed.)， Sedge五eld(1， 2 ed'))a 

(5) glad min Hrodgarに直す (Sedge五eld(3 ed.)， 

Andrew)。

368. wiggetawum. 写本には wigge tawum とあ

る。問題になるのは第二要素の getawumで，これ

は2636行の gud-getawaにも現われ，これらは普通

-getawum， -getawa と長く発音される。 ところで

この要素は異形態 -geatweがあって， これもよく

使用されている (Chambersによれば， -geatweは

-getaweの“acorruption"であると考えられると

言う)。そこで韻律的に宝竺E竺主旦，主竺awaに不満

を持っていた Sievers はこれらを夫々 -geatwum，

-geatwaに修正することを提案し， Holthausen (1-

6 ed.)や Schuckingがこれを採用している。しか

し Popeは -getaweの aが短母音であると信じる

説得力ある理由を出しており，その場合には写本の

形を保持して差支えない。中JII(1982) もこれに従

っている。しかし，何故か， Klaeberも Chambers

も Wrennも -getawum，-getawaと長母音として

読んで、いる。
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