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［研究ノート］

英語語彙における二重語の意味の差異化（第�回）
―ギリシア語起源�２

安 達 一 美

語の意味は、時代の経過とともに、しばしば変化します。その結果として、

現在の意味が原義からずいぶん離れてしまうこともあります。しかし、語源の

探求はその語をより深く理解するのに、とても重要で効果的な方法といえます。

たとえば、同一語源の語を数回にわたって借入することで生じた英語の二重語

が、現在異なる形態と異なる意味をもつ語として使われているとしても、語源

をたどり、根底の意味や意味変化の過程を知ることで、一組の語として深く理

解することができるのです。と同時に、英語に入ってくるまでの二重語の遍歴

を研究することで、英語がさまざまな民族と出会ってどのように文化を吸収し

ていったか、まさに、壮大なヨーロッパ文化の接触史を目の当たりに見ること

もできます。語彙史の研究は、積み木を一つ一つ積み上げていく気の遠くなる

ような作業です。しかし、その過程には������に出会える喜びもあります。

今回も、前回に引き続きギリシア語起源の二重語の意味がどのように差異化

されていったか見ていきましょう。

�� ������（�� 祝歌、国歌）	
� ������� （�� 応答頌歌）

��	
��は、国歌（��	���� ��	
��）の意味で一般的に用いられているが、

これはもともと、「聖書の語句を用いた交唱聖歌、祝歌」を意味し、��	��

�
��「（教会の） 交唱聖歌」と二重語である。語源はギリシア語 ���� ������

で、形容詞 ���� �������の中性複数形である。この形容詞は、接頭辞 ���� ��

「返報として」と ��� �	「音声、音」の形容詞 �����が組み合わされて、

「（音が）応えて響く」を意味する。��	
��は、���� ������が後期ラテン語に

������ ����「（教会の）応答頌歌｣として取り入れられ、初期ロマンス語の
＊��� 	
�
��� ＊��� 	
���を経て、古英語期に���
��
「交唱聖歌」で借入されている。

��	
��の�	
�は、��世紀にギリシア語起源の語をギリシア語式の綴りに過
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度に復活させようしたために生じた。また、民間語源で����と関係付けら

れて��������から��������への変化も考えられると研究社の『語源辞典』

は指摘している。�������	 ����
�は正確には����であることが多く、例え

ば、フランスの国歌である	
 ���
�		��
は、	�����
 �������	 �������のこと

である。

初期の����
�は伴奏を伴わない合唱曲であり、司祭と聖歌隊との間、二

人のソリストの間、または二つの聖歌隊の間での交唱聖歌であった。��世紀

になると
��
 ����
�と呼ばれるオルガンなどの伴奏を伴って独唱部と合唱

部の二つのグループが反響しあったり、交互に歌ったりする交唱聖歌が発達

する。��世紀に、イギリス国教会の主要言語がラテン語から英語になったた

め、英語の����
�が登場する。そして、意味の一般化によって、聖歌隊の

ために作られた楽曲である「賛美歌」や「宗教的な歌」を指すようになる。

一般的には宗教的・道徳的な意味合いの内容で、典礼で歌われたり朝の祈り

や夕べの祈りの結びとして用いられたりした。詩では、喜びや讃美の「歌」

を意味するようになる。シェイクスピアは��� �
��	
�
� �� �
����（『ヴェ

ローナの二紳士』）の第�幕第�場で、��	
����
の台詞に用いている。

�� ��� � ���� ��

� ��
���
 �� �� ���
 
���

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

「もしその魔力があるなら、おれの耳に吹きこんでくれ

はてしない悲しみを終わらせる最後の賛美歌として」（小田島雄志訳）

（下線は筆者、以下同様）

また���� �
���は��
 �� � ���������	
第�スタンザにおいて、次のように

詠っている。

���
� ���
� ��� �	�����
 ����
� ���
�

!��� ��
 �
�� �
���"�� �
� ��
 ���		 ���
��

#� ��
 ��		$���
% ��� ��" &��� ����
� �

�

�� ��
 �
'� �		
�$�	��
�(

「さらば、お別れだ！お前の歎きの歌は

近みの牧場を過ぎ、静かな流れを越え、

丘の山腹をのぼって遠ざかってゆき、

そしていま隣の谷の空き地に深く埋められてしまった。」（小川和夫訳）
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��世紀初めごろから、������が国の音楽的な象徴として使われるように

なり、国旗などと同じような意味合いを持つようになる。最も古い���	
���

������はイギリスの��� ���� �	� 
��で、最初に演奏されたのは���年と

記録されている。��世紀になって���	
��� ������とか�
��� ������と呼ば

れるようになる。����年に書かれた���� �����の������������ �� �	� ����� ��

�������� �����には“���	
��� ������”の注として“������ 	� ���	����� ��

	�����
��	���� �	��� �
� ��	� �����  � ���! �
"�#��! �
" $��� �
 ���������

��
���� ���� 	� "
��� $� ������	� �
� �
 ��� 	��”（この曲のタイトルとして��%

����というのは、音楽的に適切ではない。しかし、今や一般的にそう呼ぶ

ことが受け入れられているから、������の語を使わないのはかえって学者

ぶっている感があるだろう。）と記されている。

���	��
�は、������が語源的意味を薄めていった��世紀末から��世紀初

めごろに、中期フランス語�����	���を経由してか、または後期ラテン語���

���	 ����から直接、原義を保持した「（教会の） 交唱聖歌」で再度借入され

た。��世紀に「応答、反応」の意味が加わった。ちなみに「交響曲」の

�����
��はギリシア語起源で� &��と�����からできた� &�������が語源で

「共に響く、こだまする、調和する」の意味である。英語の接頭辞���	 と

���の意味の違いを理解するのにいい例であろう。� &�������はラテン語を

経由して�����
�	�「（音の）調和、協和音、器楽」の意味となり、英語に

は�世紀に「楽器」の意味で入り��世紀に「交響曲」となっていく。

�� ������ （	� コーラス）
�� �����／���� （	� 聖歌隊）

��
���と��
	�'(�	��の語源はギリシア語	�
 &��で「踊り」「（宗教的行事と

しての）歌舞」「（特に劇の構成要素としての）合唱舞踊（隊）」を意味して

いた。古代ギリシア演劇にとって��
���は重要な構成要素であった。アテナ

イの悲劇や喜劇は、僭主時代の統治者ペイシストラトスが地方の酒神祭礼を

「大ディオニシア祭」という国家行事としたことからはじまり、のち高度に

発達した。劇の合唱隊であるコロスは、劇場の
��������「舞踏の場」で、通

常、悲劇やサティロス劇で�)人、喜劇で)人が方形の隊列を組んで踊り歌っ

た。当時は合唱隊と俳優は同じ平面で演じ、いずれも男性が仮面をつけて登

場した。コロスは物語の転換を注視し、劇中の時代ではなく観劇の立場で判



－48－

断する役を担ったり、本筋とは関わりなく作者の主張を観客に向けて訴えた

りする役を担ったりした。しかし、やがて合唱隊は幕間の音楽の担い手となっ

ていく。

ギリシア語��� ���がラテン語に入り������「歌舞隊、輪舞」 となる。そし

て、中世ラテン語では教会の「聖歌隊」の意味へと変わっていく。英語

�����は、古フランス語����「教会の聖歌隊」を経由して取り入れられる。

����は現代フランス語では�����であり、英語の������と�����の両方の意味

を持っている。

�����は	
世紀末から	�世紀初めにかけて、「聖歌隊席、内陣」の意味や、

現在の������とほぼ同じ意味の大聖堂や共住聖職者団聖堂（����������

������）における「大聖堂参事会」の意味で借入された。しかし、	�世紀の

終わりごろに������が「大聖堂参事会」の意味を担うようになって、�����

のその意味は	�世紀後半には廃れていく。そして、	�世紀後半に大聖堂の

「聖歌隊」の意味が加わり、一般的な教会の「聖歌隊」を指すようになる。

通例、大聖堂の聖歌隊は聖職者の席がある内陣にいて、������ �������

����� ������ ���������� ����������からなり、これが主席司祭 （����）側と音

楽監督者 （��������）側の南北二つに分かれて、応答する形で歌われる。

殊に、ローマカトリック教会、ギリシア正教教会、ルター派教会、イギリス

国教会において、大聖堂の聖歌隊は、典礼文の一部を歌ったり応誦したりす

る任務を担い、礼拝にとって必要不可欠になっている。ルター派では、神の

ことばが全ての人々に受け入れられるようにコラール（	��� 
��）と呼ばれる

自国語の賛美歌が創作された。そして、バロック時代には、この旋律を素材

にオルガン曲や受難曲の傑作が作曲されている。このドイツ語	��� 
��は、ラ

テン語������から借入した	� 
��「（古代ギリシア悲劇の）合唱歌舞団、聖歌

隊」の派生語である。

�����は中英語に借入された時の語形は���や����であった。しかし、ラ

テン語の������やフランス語の�����の影響を受けて、 	�世紀末ごろから

�����と綴られるようになり、	�世紀には標準化された。しかし、イギリス

国教会の��� �������� ���� �� 	����� ������（	���年）などの祈祷書に

は ����が使われている場合もある。

������は、ルネッサンス期の	�世紀半ばに、ラテン語からギリシア悲劇の
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「コロス」の意味で借入された。シェイクスピアを初めとするエリザベス朝

時代演劇や、ミルトンの詩に������が登場して、プロローグやエピローグを

語ったり、劇中の出来事を解説する役を担っている。例えば、シェイクスピ

アの��� ���� �� ��	
 ��	� ��� �����（『ヘンリー�世』）では、各幕の初めの

プロローグで������が登場して、物語の道先案内として説明の役を果たして

いる。

��� 	�
 ����� �����

����	 �
 ������ 	� 	��� ���	����

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

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

「その間の事情は私、説明役が解説申し上げます。

皆様に伏してお願いします、どうか心広き友人のように

寛大な目でわれらの芝居をごらんくださいますように。」（小田島雄志訳）

また、ミルトンの劇詩�����	 �
�	�����（『闘義士サムソン』）は、異教の

地で囚われの身となっても信仰を守り戦ったサムソンを扱ったもので、ギリ

シア悲劇の構成をなしており、������が登場する。

!"世紀になると、「聖歌隊」とかオペラやオラトリオで歌う「合唱団」の

意味が付け加わり、今日的な意味になっていく。古代ギリシア演劇やエリザ

ベス朝演劇などの������とか、中世の初めまでの聖歌は、単旋律の形が主流

であった。中世の中ごろから多声による合唱曲が生まれ、!#世紀にはそれが

一般化して!�世紀末から!$世紀には宗教合唱曲によって合唱音楽が盛んに

なった。!"世紀以後のバロック時代には、合唱は、器楽伴奏つきになり、オ

ペラやオラトリオでは重要な役目を果たすことになった。

������の興味深い複合語に���� ������がある。この「暁の合唱」という

のは「夜明けの小鳥のさえずり」のことであるが、同時に、オーロラなどに

関係のある「早朝のラジオの電波障害」を意味する。また、ジャズの用語で

�	� ������というのがある。これは、リズムやハーモニーのバックが停止し

て、ソリストだけが同じテンポを保ったままで演奏を続けることで、�	�

	��
とも呼ばれている。
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�� ���� （�� カード、策、試合） �	� �
��� （ �� 海図、図表）

この二重語の語源はギリシア語の� ������「パピルス（の巻物）」で、ラテ

ン語に入り������「パピルス紙、紙、書」となる。��世紀ごろ、このラテン

語からの古フランス語は������「紙」として取り入れる。しかし、フランス

語は、��世紀末に同じラテン語由来のイタリア語�����「トランプのカード」

から�����として借入して、��世紀までには������が持つ「地図、����	
 ����」

にまで意味領域を広げていった。現代のフランス語������は「証書、文書、

勅許状」や「憲章」を意味している。パリの ���	
� ��� �������は「古文書学

校」である。一方、フランス語�����は「トランプのカード」の他に「地図、

証明書、名刺、メニュー」などの意味を持っている。フランス語 � 
� �����は、

「メニューの中から好みの注文の」という意味で、英語にも取り入れられて

いる。同じギリシア語起源のイタリア語������ ドイツ語�����、ロシア語

�����は「地図」の意味を保持している。

英語の����は、��世紀初めにフランス語�����から「トランプのカード」の

意味で取り入れられた。その後、様々な意味で用いられるようになったため、

現在では������������と特定することもある。カードゲームから����を用い

たいろいろな比喩的な表現が生まれた。����� ��� �����はアメリカの口語

で 「（自分の優越を示すために気前よく相手に与える）有利な条件」であり、

	� ���� ����� �����「（持ち札を卓上に出して）手を見せる、計画を公開する、

種を明かす」である。	� ���� �� 	�� ����「正確に要領よく話す」はシェイ

クスピアのハムレットが初出である。	� 	���� � ����� ����� は「持ち札を

投げ出す、計画を放棄する、敗北を認める」ことである。

��世紀中ごろから���� ����が「目的を達成するための確実な手段」を意味

するようになり、	� ��� ����� ���	 ���� 「取って置きの手を用いる」や	�

���� � ���� � ����� ������「奥の手がある」が生まれる。また、����年に

「政治的優位のため北アイルランドのプロテスタントの心情に訴える」と言

う意味で	� ��� 	�� ������ ����が用いられてから、	� ���    ����が政治的

な意味合いを含むようになったと���は記している。ちなみに、������と

は反カトリックでプロテスタントと英国王権を擁護するオレンジ党のことで

ある。

!"世紀になって、イギリスの口語で「（雇用者が持っている）非雇用者に
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関する書類」という意味が加わり、�� ���� � ��	
�� ��
 �	�
「人を解雇する」、

�� ��� ����
 �	�
「解雇される」表現が生まれた。

�	� は��世紀から��世紀頃まで「地図、図表」の意味でも用いられてい

たが、��世紀後半に��	�が借入されてその意味を受け持つことになり、

�	�のその意味は廃れた。�����は、��世紀後半に「（一般的な）地図」の意

味で古フランス語より借入された。��世紀の終わりごろには特殊化によって

「海図」の意味を持つようになる。これは、
�����	�の短縮の結果とも考え

られる。��世紀になってジャズのコードを書いた「譜面」の意味が加わり、

複数形で「（ある特定の時代に最も流行した）レコードや曲のリスト」の意

味が生じた。口語で��� ��	�
と言えば、特にポピュラー音楽の「レコード

や��の週間ベストセラー表」を意味する。また競馬で��	� ����は「競走

馬の（最近の）成績表」のことである。

�� ��		
� （��貴重品箱） �� ��		�� （��棺）

����	 と�����の語源はギリシア語� �������であるが、埋葬の意味はなく、

単にヤナギで編んだ「籠」であった。��		
�は、ラテン語��������「籠」と

古フランス語���	
�を経て英語に入る。フランス語の���	
�は、「蓋のつい

た大きな木箱、櫃」の意味でラテン語から��世紀の終わりごろ取り入れるが、

��世紀末には「金庫」の意味が加わる。英語はこのフランス語から「お金や

貴重品を入れておく頑丈な箱」の意味で��世紀初めに取り入れる。借入当初

は「籠」や「櫃」の意味も保持していた。ウィクリフ（� !���" ����#$%�）

は、キリストがおこなうパンの奇跡の場面（マタイ��章��節）で、�つのパ

ンと�匹の魚を群集に配った残りが「��のかご一杯」になったという箇所の、

� ���	�
 � ������� �� ��	��というギリシア語を“����� ��	��� 	��”（�&�!��

��
���
 �'!!）と英訳している。

����	には、��世紀に「ノアの箱舟」「モーゼ（(�
�
）が置かれていたパ

ピルスの籠」（���初出����）や、「棺」（同��%�）の意味が加わるが、��

世紀半ばを最後に廃義となっている。建築用語「格間」としても用いられた

が、建築様式の変化とともに古語となっている。土木用語の����	��)は、

橋脚工事などで一時的に周囲を囲って水を締め出す囲いぜきの「締切り」の

ことである。シェイクスピアは長詩����� ��� ������（『ヴィーナスとアド



－52－

ニス』）において、“��� ����� ��� 	
�������� ���� 	�
�� ��� �����”と「まぶた」

を	
��������と表現している。現在は廃語となっているが、廃語にするには

惜しい表現である。

������は同じラテン語��������から古フランス語���	
�の北部・北東部方

言である��	��� ��		��「円形で深い籠、箱」を経て、��世紀後半に「籠」の

意味で英語に入る。しかし、この意味は��世紀には廃義となる。��世紀前半

に意味の特殊化によって「埋葬のために遺体を入れる箱や籠」が生じ、��世

紀には航行には適さなくなった「ぼろ船」の意味が加わって現在に至る。

「柩」や「ぼろ船」の意味の根底には原義の「容器」があり、特殊化によっ

ていろいろな意味が付け加えられている。例えば、今は余り見ることがなく

なったが、魚屋や八百屋などで新聞紙をくるりと捻て円錐形の紙袋にして魚

屋や野菜を入れてくれたものである。その円錐形の紙袋を	
����と呼ぶ。こ

れは��世紀後半から使われだした意味である。また、��世紀から��世紀ごろ

まで料理用語として「パイの生地」を指したこともあったが、今は廃義となっ

ている。

	
����が埋葬に係わる意味を持つに至ったのは、フランス語の��		��が

����年ごろ「棺、柩」の意味で使われた影響であると��は指摘している。

ちなみに、現代フランス語��		��にはこのような意味はなく、鎌などを研ぐ

ために水を入れた「砥石入れ」の意味で用いられており、��
�����が「棺、

柩」の意味を担っている。��
�����はラテン語��
��������（文字通りの意味

は「肉を食う」）に由来している。小アジアの�����北西部の古代都市��
�

を中心とする地域であった古代トローアド地方では屍が早く腐敗するように

棺用として��
��������「腐食性の石」が用いられた。この語の構成要素か

ら英語の���	���「皮肉、風刺」と����
	���「食細胞」が生じている

	
���� ���� は、棺を作る時に用いられる「釘」のことである。��世紀中ご

ろ、アメリカにおいて俗語で「紙巻タバコ」とか「大のタバコのみ」「命を

縮めるもの」を意味するようになる。これはタバコを一本吸うごとに人を棺

のなかに追い込むものであるとみなして使われるようになったのである。ま

た、	
���� ����は同じ発想から「酒のひと飲み（一杯）」を意味することがあ

る。���� の代わりに��	 が用いられることもある。一方、	
�����
���は俗

語でタバコをいくら吸っても死なない「ヘビースモーカー」を指す。



－53－

������は人名としても使われる。���� 	�����（
���
���）は、米国の

�������や	���������で活躍した奴隷制廃止論者で、����������� ��������を

組織して自由州やカナダへ逃亡した奴隷を助け、������� �� �����作 �����

���	
 ����の����� ��������のモデルとなったと言われている。また、


 !年に"����#��賞を受賞した詩人で小説家の��$��� "���� %��&���� 	�����

（
�'�
!!）がいる。

�� ����（�� スモモ） �	� �
��� （ �� 干しスモモ）

ギリシア語��� (�����を語源とする英語の)���と)����は同じ植物の実を

意味しているが、)���を乾燥したものを)����と呼んでいる。このギリシア

語の起源は定かではないがフリギア語（"*������）由来ではないかと+����

は指摘している。フリギアはアナトリアの中央高原の西部にあった古代国家

である。)���の原産地はコーカサスのあたりではないかと考えられている

ので、フリギア語起源の可能性がある。ちなみに、古代フリギア人が頭に被っ

ていたものを形どった帽子は、フランス革命当時の革命家や
�,,年以前のア

メリカ人に自由の象徴としてかぶられて��$���� ��)と呼ばれた。

ギリシア語��� (�����がラテン語に入り������となる。-�-の脱落は異化

（��&&���������）が生じたためである。����は、アングロ・サクソン人が大

陸時代にいた頃に、このラテン語から「プラムの実」や「プラムの木」の意

味で古英語に借入された。)�- から)�-への音変化はゲルマン系諸言語だけに

見られる現象である。例えば、古低地ドイツ語は＊�����. 古北欧語は�� ����

であるが、それぞれに異形)�-がある。オランダ語は�����である。-�-/�01の

母音変化は、
 世紀頃から2. �. �に続く環境で短母音化する現象が生じ、
!

世紀に始まり
�世紀には確立した/�1の非円唇化に伴い/�1へと変化した。

一方、�
���は中世ラテン語�� ����から古フランス語�����を経て英語に入

る。フランス語�����は「プルーン（干しスモモ）」のみならず生のプラムの

実や木を意味する。英語は古フランス語から「干したスモモ」の意味で取り

入れた。西洋スモモは乾燥果としての利用が多く、コーカサス地方の隊商の

携帯食としてヨーロッパに伝えられた。殊に、南フランスのアジャンで盛ん

に栽培されて核をつけたまま乾燥された良質のフレンチプルーンは広く愛さ

れ需要が多い。
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しかし、英語の�����のイメージは余りいいものとはいえない。「プルーン」

の意味の他に、比喩的に口語で「嫌われ者」「無能なまぬけ」を指す。また

�����	 ������は、「売春宿」も意味していた。今でも����は複数形で「売春

地帯」や「スラム街」を意味する。
��	�� �������の一つである

���������においては、����年以前に、公認の売春宿でパン・酒・薪・調理

済みの食べ物などを供することを禁じる規制あった。その規制を巧みにすり

抜けて、プルーンのシチューは売春宿には付き物であるとして出された。こ

れはプルーンのシチューが性病の予防薬と思い込んだことに起因し、エリザ

ベス朝の売春周旋屋ではこれを看板標識として使っていた。シェイクスピア

の��� �������	�
 �� ���
��（『ウィンザーの陽気な女房たち』第１幕第１

場）や���
��� ��� ���
���（『尺には尺を』第２幕第１場）でも出てくる。

また、売春婦そのものの呼び名ともなった。例えば、��� ���
� ���� �� ���

���� ��（『ヘンリー四世第一部』の第�幕第�場における��������の台詞の中

で�����	 �����「売春婦」が使われている。

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

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

����

「お前に真実があるなら女郎の胸にだってある、

お前に誠実があるなら狐の心にだってある」（小田島雄志訳）

ところが、豊穣を象徴する����には、逆に口語で「一番良いもの」「極め

てよい地位」「収入のよい職」などの意味がある。 !"におけるこの意味で

の初出は�#$�年である。例えば、����%��%���%�����は口語で「イギリスの

上流階級のような話し方の」を意味するし、��������は球形をした「砂糖

菓子」であるが「甘言」「賄賂」の意味もある。また、イギリスでは�&世紀

から�'世紀ごろ、����は「�(万ポンド」とか「�(万ポンドを持っている人」

を指したが、今は余り用いられていない。イギリスのクリスマスには慣例の

デザートである���� ��		��は、プラムの代わりに干しブドウを使ったプ

ディングである。やはり干しブドウやりんごなどを刻んで入れた���)� ���

の一種で���� ���と呼ばれるパイがある。このように����は「ケーキやプディ

ングに使う干しブドウ」を指すことがある。
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�� ����（��（古）切望 �．思い焦がれる、恋い慕う）��� �	��（�� 苦痛、苦悩）

この二重語の語源は、ギリシア語���� ��で、「殺人者が殺された者の親族に

支払う代償（金）、身代（金）、償い」とか加害者が被害者あるいはその親族

に支払うべきものとしての「罰」の意味がある。古英語の��������にあたる。

また、���� ��は、肉親間の殺人やその他の自然の法に反する行為に対する復

讐あるいは罪の追及の女神である�������と同一視され、「復讐の女神」の意

味がある。この語がラテン語に入り�	�
�となり、ほぼ同じ意味を保持した。

名詞����は、ゲルマン人へのキリスト教伝播とともに、このラテン語から

ゲルマン語に取り入れられ、そして古英語に入る。初期の意味は、生前に犯

した罪に対する「地獄または煉獄の責苦」、「死後の罰」とか、「肉体的苦痛」

で、特にゲッセマネの園や十字架上でのキリストの「受難の苦しみ」を意味

していた。しかし、これらの意味は	
世紀はじめに衰退した。また、何かを

成し遂げようとする時の「苦しみ」をも意味していたが、こちらも	
世紀後

半に廃義となる。	�世紀初めに「精神的苦痛」が生じたが、名詞����自体が

	世紀中ごろ衰退し廃語となる。そして、肉体的・精神的苦痛は二重語のも

う一方の語である����が担うことになる。

動詞����は名詞からの派生であるが、��によると、動詞の用例が古英

語期に見られ、名詞は古英語期末から中英語期にかけての初出となっている。

動詞は古英語期には「苦痛で苦しむ」の意味であり、	�世紀ごろまでに廃義

になる。	�世紀末に、飢えや消耗性疾患などでの心身の苦しみで「やせ衰え

る」の意味が加わり、現在でも用いられている。現代英語では第	義となっ

ている「思い焦がれる、切望する」に関して、��は	�世紀末のシェイク

スピアの����� ��� ������（『ロミオとジュリエット』）を初出としている。

第�幕第�場において����� ��������が事の顛末を語る台詞である。

� ������� ����� ��� ����� ���� � ������!�"���

#�� $�%��� � �����"���& '���� �������� �����

(����� � ��� ��'"���� %����!���� )��� ��� ����&

��� '���& ��� ��� )�� $�%���& ������ �����*

「結婚させたのは私です。そのひそやかな婚礼の日が

ティボルトの最後の日、その時ならぬ死が

新郎をこの町より追放させた源、そのために
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ジュリエットは悲しみました、ティボルトのためでなく。」（小田島雄志訳）

この����は「取り戻すことのできないものを切望して消耗する」ことであり、

「強い願望で衰弱する」ことである。

古フランス語が��世紀にラテン語�����の意味を保持しつつ�����として取

り入れ、英語����はこのフランス語から��世紀終わりに犯罪や法律違反に対

して課せられる「苦しみや損失」の意味で借入された。したがって、����

�� ���	
 ����は、頭痛ではなく「犯罪に対する罰」で首をはねられることを

意味していた。しかし、この句は廃れている。ただし、����
 ��� �������


「刑罰」や、�� ������� ���� �� ���「違反すれば���の刑罰に処するとして」

「���の制裁される条件で」という句には初期の意味が保持されている。��世

紀の終わりから��世紀にかけて精神的・肉体的に傷を受けて感じる「苦しみ」

の意味が加わる。初めは罰として課せられる「苦しみ」を指していたが、一

般化された「苦しみ」になったものである。さらに、特殊化によって「肉体

的な苦痛」「陣痛の苦しみ（現在では複数形で）」や、「精神的苦しみ」「悲し

み」を意味するようになる。同じ時期に「何かを成し遂げるための苦労、努

力」の意味が加わり、何かをしようと「骨折っている」の意味の�� ����

����
や�� �� ��（���）����
� また���（���	
）����
 「骨折り賃に」「骨折り

がいもなく」、
���� �� ����
「骨を惜しまず...をする」などの句が生まれた。

�� ����	
（�� 聖職者、司祭）�	� ���	�
��（�� 長老、（監督教会の）司祭 ）

����
�と���
�����の語源は、ギリシア語�� ������「年上の（者）」の比較級

形である����� �����	�「年長の、長老」である。��������は、このギリシア

語は����「前の」と� �	�「牛」から成る複合語で、もともとの意味は「家畜

を牧する者」であり、この複合語はサンスクリット語にも見出せ「群れの長」

を意味していると、指摘している。新約聖書で用いられているギリシア語

����� �����	�が後期ラテン語に����	
���「長老、司祭、聖職者」として取り

入れられた。�世紀ごろの初期キリスト教会では、礼拝の集会は��
���
�

���
�����
� �����
によって執り行われていた。��
���の仕事が増大するにし

たがって、一部秘蹟を執り行う任務などの多くの仕事を���
�����にゆだねて

いた。

ラテン語訳のヴルガタ聖書では����� �����	�は������� ��������と翻訳され
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ているが、例外的に���������が、『使徒行録』��章��節「各教会に長老を立

て���」と��章�節「使徒と長老たちに尋ねた���」『テモテへの前の手紙』�章

��節「よく支配する長老たちは、二重の誉れを受けるねうちがある。」、��節

「二人か三人の承認がなければ、長老にたいする訴えを受けるな」、『ティト

への手紙』�章�節「すべての町に長老を立てさせるためであった」、『ヤコボ

の手紙』�章��節「あなたたちのうちに病気の人があるなら、その人は教会

の長老たちを呼べ」において用いられている。�	世紀から��世紀にかけてギ

リシア語から英語に翻訳された聖書は基本的には
��
（�）と訳されている。

しかし、欽定訳聖書の『ティモテオへの前の手紙』第�章第��節（第��節）に

おいては�
����
が用いられ、レーンス新約聖書ではヴルガタ聖書で�����

�����と訳された箇所は��
��が用いられている。

������は、古英語期に、ラテン語���������から俗ラテン語※�������を経て、

�� 	�
��「キリスト教の司祭」で借入された。中英語では、�� 	�
��は������と綴

られるようになり、�	世紀には��
��となった。ラテン語においては、�����

�
�がギリシア語����� ���「神官、司祭」に対応する語として、神々に生贄を

捧げる「神官、司祭」の意味で用いられていた。聖書の翻訳において「ユダ

ヤ教の司祭」の意味で使われ、やがて「キリスト教の司祭」にまで意味が広

がり���������と同じ意味を持つようになっていた。この�����
�が古英語に

�����として取り入れられ、異教ないしはユダヤ教の司祭を指す語となって

いた。しかし、古英語期末には、使われなくなり��
��が�����の意味も吸

収することになった。しかし、今でも���
����「司祭職、聖職者の職務」

���
��������「祭司主義（神と人との仲立ちとしての祭司の権能を重視する）」

などの語は残っている。ちなみに、ラテン語�����
�の語幹からは、英語の

���
�「神聖な」や �������
「犠牲」などが派生している。

英語の���������は、�	世紀にラテン語���������から「キリスト教会の長老」

の意味で教会の地位階級を表す公式語として借入された。カルヴァン主義に

基づいて長老が支配する長老派教会（�
����
��� �����
�）では、俗人で

ある長老の発言権が重視されたためこの名称がついた。長老派教会では司祭

は������
（�� 
������）と呼ばれている。長老派教会は�	世紀に ��� ���!��

によってジュネーブの教会において始まり、その後オランダやスコットラン

ドに広がり、アメリカの中西部から南部にかけて強い影響力を保っている。


