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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
―ギリシア語起源�３

安 達 一 美

英語は、いろいろな言語から柔軟に語を受け入れて、大変豊かな語彙を持っ

ています。外国語としての英語を学ぶとき、その語彙の豊かさに圧倒されてし

まいます。英語を習得するためには、語彙数を増やす努力は大切なことです。

しかし、それぞれの語をより深く理解することも同じく大切なことです。

新しく作られたり、外国語から取り入れられたりした語が、その言語に定着

するには社会の認知と受容が必要です。その意味で、語は社会的な産物ともい

えます。どのような時期に、どのような文化と接触して、どのような新しい事

物や概念が英語圏に入ってきたか、語はその証を私たちに示してくれます。こ

のような文化的・歴史的背景の知識が英語語彙の理解を深めることになります。

このシリーズでは、同じ語源の語が異なる時期に異なる経路で英語に借入さ

れたために、異なる形態や意味となった二重語に焦点をあてて、それぞれの意

味の差異化の過程を調べることによって、英語語彙がどのように発達をして

いったかを検証します。第�回目の今回はギリシア語起源の二重語で、キリス

ト教と病気に関係する語の意味変化をみていきます。

�� ������（教会）��� 	
�	（〈北部イングランド・スコットランドの〉教会）

この二重語は、ギリシア語� ������ ��� �	
�‘��� ��	
�� ����’（主の家）

の� ������ ���が語源である。このギリシア語は、中世ギリシア語において

� ������（��	
：主）から派生した形容詞形で‘��������� �� ��� ��	


（��	���）’を意味する。� ������は、世俗的な意味では「主人」を意味する

が、ユダヤ教・キリスト教においては「主」・「神」を表す語として頻繁に用

いられ、『七十人訳聖書』（��������	��）においてヤハウェを表す語として、

そして、『新約聖書』ではキリストを意味した。それは、神とその礼拝者と

の関係を主人と従者の関係とみなす東方的な考え方からきており、崇拝の対
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象とされた神的存在者や地上の神とみなされた当方諸国の君主やローマ皇帝

にも用いられた。このギリシア語� ������は、また、ギリシア人がペルシア皇

帝をさす語として用いた� �����（最高権力）から派生しており、紀元前�世

紀にメソポタミアから小アジアに及ぶ大帝国を築いて、バビロニアに捕囚さ

れていたユダヤ人を解放したキュロス大王（����� 		在位

�-
���）に由

来している。

������は、ギリシア語� ������ ���から古英語������ ������‘������ ����� ��

�������’として直接借入され、中英語�������� �������を経て������となる。

������の語頭音��∫�は、古英語期には����であったが後続音���の影響による

口蓋化（������������� ）によって生じたものある。������は古英語期から

「祈りの場」のみならず、組織としての「キリスト教会」をも意味していた。

また、地名の要素として用いられ、�世紀には������������や!���������の

地名が文献に登場している。カナダの東部"����#��の南東部から大西洋に

流れる川$�� ���������や、イギリスの随筆家������� "�%�（&''
-&()�）が

晩年住んでいた建物がある"� #� の������ *�����のように、川や通りの名

前にも見られる。また、人名の要素としても用いられ、&�)+)
年と

&�
&+

年にイギリス首相となった*�� !� ��� ���������（&('�+&��
）や

軍人で文筆家の$��%�� ���������#（&
,+&�)）の姓にも見出せる。

一方、����は古英語よりイングランド北部の古北欧語	��	
�を経由して、

イングランド北部およびスコットランドに定着した。この語は「教会」を意

味し、��� ����は「スコットランド長老教会」（���� �� *����� #）を指す。

古英語期から中英語期おける口蓋化で��∫�となった語頭音、語尾音が、北部
方言やスコットランド方言では���を保持した。

この����も������と同様に、地名や人名の要素にもなっている。������� -

������ は 「教区教会がある町（村）」「寺領地（.����）」を意味し、ことに

北部イングランドやスコットランドには����という地名が多い。地名の要素

として用いられた例として、イングランド北西部/�������#�州の������- ス

コットランド北部にある0�� ��諸島の中心地である��������- カナダ南部

0 �����州東部の町でかつてカナダの金産出の中心地であった������ # "���

や、アメリカの!���� .�� 州中西部の都市������ #などがある。

また人名として、個人名にも姓にも用いられており、北部イングランドや
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スコットランドに多い名前である。アメリカの映画俳優として有名な����

����	
�（����）の名前として、日本人にはなじみがある。ただし、彼は

ユダヤ系ロシア人の子でニューヨーク生まれである。また、姓としては、

ニュージーランドの首相にもなった政治家����
� ���� ����（������）や

アメリカの政治学者で������年に��	����
大学の学長となった��
����

����� ����（� ���）、スコットランドの小説家!��"�# ����（���?��）

などがいる。また、����"$ ����	
�%$ ����&
#����などの姓も����からきてい

る。

英語�'���'はギリシア語� (����� )��からの直接借入であり、このギリシア

語はラテン語に借入されていない。ラテン語では「教会」を意味する語とし

てギリシア語の *���	
�� +�（民会）が用いられ、ラテン語���� �����を経て英語

に借入され"��	"��
となった。このギリシア語は『七十人訳聖書』において

‘
��"��	�’を意味するヘブライ語� ��	 
��

(

の訳語として用いられた。ギリシ

ア語� (����� )��がゲルマン語に直接借入された要因は定かではない。ニカイ

ア公会議で追求されたアリウス派がローマ帝国外のゲルマン民族に拡がって

いたのを要因として考えることもできるが、ゴート語訳聖書には *���	
�� (�

からの借入である
���"�,�が用いられているので根拠としては十分とはいえ

ない。また、信仰とはかかわりのなく、略奪の対象としての建物の名称とし

て借入した可能性も残る。

�� �����（王冠）�	� �����
（コロナ）

この二重語はギリシア語の形容詞����� )�（曲がった）から派生した名

詞��� )��
（カラスの類；カラスの嘴のように曲がったもの〈ドアの把手、

弓筈、犂の柄の先端部分など〉）が語源である。この語がラテン語��� ���と

して借入され「花輪、壁飾り、聴衆、会衆、王冠」の意味に使われた。英語

はこのラテン語から古英語期に�����（〈キリストの〉茨の冠）として借入

する。

���は���-�の初出を�世紀末成立の『リンディスファーン福音書』（���

������� �������）の「ヨハネの福音書」�章第�節の������ �� �����

（�'���#*� ���-� �. #'����）としている。『欽定訳聖書』（�	� ���	������

������）など英語訳の『新約聖書』に���-�が使われているのは��箇所ある。
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しかし、コイネの『新約聖書』では、こられの箇所は��� ����ではなく、

�� �	
����（花輪）が用いられている。しかし、このギリシア語はラテン語

には入らず、その派生語の������� �	��（花冠を編む女）、植物名�������
�

（������ �	����：ジンチョウゲ科ジンチョウゲ属の常緑低木）や�������
� �
���

（花冠を売る人）などが取り入れられている。英語には「冠」「光輪」を意

味する結合形�
���	����や�
���	���（栄光のしるしの冠）として入ってい

る。ギリシア語�� �	
����を、紀元�世紀初のラテン語訳聖書『ヴルガタ』

（�� �	�����）においてラテン語に翻訳されるとき、ギリシア語��� ����か

ら借入した�
� �
��が使われ、ラテン語聖書をもとに翻訳された英語の聖書で

はこのラテン語からの借入語である�����が用いられた。

�� �	
����は、古代ギリシアの競技大会で勝者に送られた月桂樹やナツメ

ヤシで作られた「勝利の冠」である。この語から�������	�という名前が生

まれ、英語の名前�
�����の語源となっている。中世キリスト教圏では、使

徒によって選ばれた助祭の一人で原始キリスト教会最初の殉教者である

�	��
 �
�����にあやかる名前として、人気のあった名前で、ヨーロッパ各地

にこの名前が広がった。各国の王の名前としてもハンガリーの聖王イシュト

ヴァーン（��
�	� 在位��������）やノルマン王朝�代目の王スティーヴン

（�
����� 在位�������）などがある。また、歴代のローマ教皇にもステ

ファヌス�世から��世までこの名前の��人の教皇がでており、ことにカロリ

ング朝の創始者小ピピン（ ���� 
�� ����
 ���?�!�）の援助によって教皇

領の基礎を築いた�
���	��� ��（在位��"���）や、敬虔王ルイ�世（#���� �

在位������）を西ローマ帝国の皇帝として戴冠して教皇権を確立してフラ

ンク人との連携を強化した�
���	��� �$（在位��!���）はローマ教皇の地

位を強固なものにした教皇として名を残した。

�����は、中英語期に古北部フランス語�
�	��� �	�	��からアングロ・フ

ランス語�
�
	��を経て再度借入され、�"世紀には語中音消失（�%�����）に

より��	��の綴りへ変化し、��世紀には現在の�����へと変化する。現代フ

ランス語�
	�
���は、英語の�����と�����	の両義を持ち合わせ、「花冠」

「王冠」「太陽の光環コロナ」などを意味している。

英語�����は、��世紀後半には権力の象徴として君主がかぶる「王冠」、

�"世紀には競技の勝者に送られる「リース」や殉教者などの「後光」や「光
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輪」の意味を加える。また、��世紀には、比喩的な意味の広がりで、君主国

の王冠が象徴となっている「王権」「主権」「権威」が加わり、�����

�����	（〈英国の〉直轄植民地）、
���� ����（直轄植民地の総督）や、イ

ギリス王室許可の証である王冠標がつけられた「���	産の磁器」を意味す

る����� ���	 などの用語が生まれている。そして、王冠をかぶる人とい

う意味で、「帝王、国王、君主」の意味が��世紀後半に加わっている。


����は、また、��世紀前半に、王冠が図柄の一部として刻印された硬貨

を指し示すようになる。現在では使用されていないが、かつての�シリング

銀貨を
����と呼んでいる。世界のコインの分類に
��������� 
���があり、

������� �����（イギリスのクラウン硬貨）のサイズである直径��～��ミリ

が基準となっている。世界で最初に
��������� 
���が発行されたのは、

����年ボヘミア（������）の���
��������（現在のチェコ共和国のドイツ

国境に近い都市）で、この硬貨は���
��������とか �����と呼ばれた。こ

の語がアメリカの貨幣単位である������の語源となっている。英語には��世

紀中ごろドイツ銀貨�����の英語名称として借入され、スペインの貨幣����

の英語名称としても用いられた。アメリカの貨幣単位としては��世紀後半に

取り入れられている。


����硬貨は王の在位の間に発行される最も大きいサイズの銀貨であるた

め、コイン収集家に人気がある。最初に
����の名前が用いられた硬貨は、

フランスのヴァロア家（!�����）最初の王で在位中に百年戦争が始まったフィ

リップ�世（"����#!$：在位��%�&��）によって���'年に発行された金貨の

	�
��� �� ����

�（%��分の�リーブル）で、硬貨の表に王冠の図柄が刻印さ

れていた。同じくヴァロア家で狂気王と称されたシャルル�世（������ !$：

在位����&��%%）の在位期間の����年に、盾の上に王冠の載った図柄の金貨

��� �� �� ����

�が発行され、特に��世紀から��世紀にかけてこの ���硬貨の

英語名称として
����が一般的に使われた。

イギリスで最初に発行された
����は、ヘンリー�世（(��	 !$$$：在位

���'&��）の在位期間の����年に出された�シリングの価値をもつ金貨であ

る。しかし、ヘンリー�世はその発行以前の��%�年に裏面にバラの図柄をも

つ%種の����� �) �� *��と呼ばれる金貨を発行している。最初のものは ���

�� �� ����

�を模したものであったが人気がなく、すぐに +��� ��+�� ���
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をデザインした�番目を出した。金貨の�����は����年のチャールズ�世

（	
���� ��：在位�������）が発行したのを最後にそれ以降は出されてい

ない。最初の銀貨の�����は����年エドワード�世（������ ��：在位

�������）の治世に出された。ヴィクトリア女王（������������������：在

位���������）の治世では�種の�����が発行されている。そして、現イギ

リス女王のエリザベス女王（����� �
 ��：在位�����）のもとでは、����

年の即位記念の�����から、����年�月�日のフランスとの和親協商（�����

	������）の百周年を記念した�ポンド�����まで、��種類が発行されている。

また、北欧の通貨!���もやはり王冠を刻印した硬貨である。

�����の二重語������は、��世紀中ごろに「〈古代建築のコーニス中層部

である〉コロナ」という意味の建築用語として、ラテン語��� ����から直接借

入された。��世紀中ごろには「〈太陽や月の周りに見られる〉光輪」が加わ

る。そして��世紀には、解剖学用語や植物学用語で冠の形に似ている部位の

名称として用いられるようになり、「歯冠」「体冠」や「〈花冠の中の〉副花

冠」などを意味するようになる。��世紀には皆既日食において観察される

「コロナ」の意味が加わった。������ �"���は建築用語で教会から広がった

円形のシャンデリアであり、文字通りの意味は����� �# ��$
�である。このラ

テン語��� ����から取り入れて派生した英語の語に、������（〈王子・貴族な

どの〉小冠）、�������（花冠）、������（検視官）、解剖学用語の�������%

（冠動脈の）などがある。

�� ����	�
（醜聞）��� �
��	��（中傷）

ギリシア語�� &��� '����（〈敵のために仕掛けられた〉罠）は、二重語����(

��� と������の語源で、特に『新約聖書』では「つまずきの石、罪の誘惑」

というように比喩的に用いられている語である。この語は、インド・ヨーロッ

パ祖語＊����	
（飛び上がる）に由来する。ラテン語����	���（上る）もこ

の祖語に由来しており、英語�����（のぼる）、�������（〈植物が〉よじ登

る性質の）、����������（〈動物が〉木によじ登る性質の）、��������（〈経験・

理性などの限界を〉越える）、�����（おりる）や ����（ざっと目を通す）

の源となっている。�� &��� '����は『七十人訳聖書』において、ヘブライ語

�� �������（罠、罠の餌）の訳語として用いられ、比喩的用法で「（人が）
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つまずくもの」を意味した。このギリシア語が後期ラテン語に���������と

して「つまずきの原因」の意味で入る。そして、その後、「罪の誘惑」のほ

かに、「衝突、不和」「立腹」「不品行」の意味を付け加えた。このラテン語

から、古フランス語は��世紀中ごろ宗教的な｢つまずき｣の意味を持つ語

	��
����	として取り入れる。

英語��������は、古北部フランス語	������	を経由して、��世紀前半に宗

教的意味の������	� ��
����	（信仰を持つ人の行為によって引きおこされる

信仰のつまずきとなるもの）で借入されるが廃義となり、��世紀にラテン語

形に修正されたフランス語�������	を通して����	�
が「不信仰の誘因」「道

徳的堕落」の意味で再度借入される。

�� ���� �����は、『新約聖書』において「罪〈不信仰・背教・堕落〉への誘

因となるもの〈または人〉」の意で、「マタイによる福音」の第��章第�節

（�� �� �� ����）と第 � �章第 � �節（�� �� �� �����）及び第 � �章第 �節

（�� ���� �����）で、また、「ローマ人への手紙」第��章第��節（�� ���� ����）、

などで用いられている。ラテン語訳の『ヴルガタ』において、これらの箇所

のうち���	������（つまずき〈の石〉、障害）と訳された「ローマ人への手

紙」を除いて、他の箇所はすべてギリシア語�� ���� �����の意味を保持しつつ

ラテン語に入った���������及びその格変化形が用いられている。そして、

英語訳聖書では、���������や��������と訳した������訳（����年）と���

�
��訳（����年）を除いて、���	�
訳（���年）、�������訳（����年）、

 ���!�訳（����年）、欽定訳（����年）では���	��	�/���	��	�が用いられた。

ただし、上記「ローマ人への手紙」の箇所は、ラテン語訳聖書『ヴルガタ』

と同様に������訳と���
��訳においても���	��	�/���	��	�と訳されている。

「ガラティア人への手紙」第�章第��節における�� ���� ����� 	� �
 �	�
�� �


（"�� ����	�
 #� "�� ��#��）は、『旧約聖書』の「イザヤの書」第�章第�節に

おけるイスラエルの「さまたげの石、つまずきの石」を下敷きにしており、

イエスの弟子たちがメシアと信じていたイエスが何の抵抗もせずに死んでい

くことを見たことによる宗教上のつまずきを表している。この箇所の翻訳を

比較してみるとつぎのようになる。

���� ��	 ����	�� 	 $� �� �������� 	� �
 �	�
�� �


（���� "�� #������ #� "�� ��#�� ��� %����	 �&��' (�"���
 "����
�"�#�）
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���� ������	�
 ��	 �������
 ������ ラテン語訳

����� ��� ���	�
�� � ��� ����� �� ���
�
 �����訳

��� ���� ��
 ��� ����� ����� ��� ������ ������ �����
� ���
���訳

���� �� ��� ���	�
�� � ��� ������ �����
� �������訳

���� ��� ����
�� � ��� ������ �����
� ������訳

���� �� ��� ����
�� � ��� ������ �	��	���
� ������訳

���� �� ��� ����� � ��� ������ �����
 欽定訳

（下線部は筆者による）

そして、����年の欽定訳で��� ����� � ��� ����� と訳されて以降、����
��

という語は『新約聖書』の英語訳から消えていった。

宗教的意味合いをもたない「評判を失うこと、評判を傷つけるような噂・

ことば」や、「ひどく信用を傷つける状況・出来事」「地位・階級・国をひど

く傷つける行いをする人」、「中傷・悪意のあるゴシップ」は、��世紀の終わ

りごろに加わる。また、��世紀には、「不名誉な非難、根拠のない汚名」や

「道徳的な罪」が加わる。しかし、��世紀に発達した前者の意味は、やがて

����
�� が引継ぎ、��世紀後半には����
��の語義からは消えていく。

政治家が関係する犯罪・不道徳行為で真実かどうかは別問題として公に

なった事件を �������� ����
��という。まさに、政治家としての政治生命が危

ぶまれるような「つまずき」の事件である。アメリカでこのような事件の名

前に����
��が使われたのは、���!年代に生じた"�#�� $��
 %���
��で、こ

れは"�#�� $��
 ���	
とも呼ばれ、���&年から�'!(年にかけて、ジョージ

ア州歴代知事（������ ������) *
���
 �������) ������+������) ,���


-����）や州議会が、考えられないような低価格で広大な土地を内部関係者

に売るというインサイダー取引を行った事件である。また、われわれの記憶

に新しいものとして、現役大統領ニクソンが関与した��������� ����
��

（���./���(）やクリントン大統領がアーカンソー州知事時代に土地取引に

関与していたと疑惑をもたれた���������� ����
��（���0/.!!!）などがあ

る。なお、��������� ����
��は、1����という連結形を生み出し、固有名詞や

普通名詞につけて疑獄事件を表す語を作り出している。例えば、レーガン政

権下でおこった-�������や、クリントン政権下での��������������、 クリン

トン大統領夫人ヒラリーが牧牛（������）へ不正な投資をしたと疑われた



－39－

����������、 ホワイトハウスの旅行担当者の人事に関してクリントン大統領

に向けられた疑惑���	������
 民主党全国委員会へのインドネシア企業家に

よる巨額な献金問題の������������などがある。

一方の�������は、古フランス語��������の異形���������から、アングロ・

フランス語�����	����を経て��世紀の終わりごろ「中傷、ある人に関して特

に悪意で名誉を傷つけようと嘘の発言やそれを広めること」「不名誉、特に

不道徳行為による悪評判」の意味で英語に入った。しかし、後者の意味はや

がて������が担うことになり、��世紀ごろまでには廃義となっている。ま

た、��世紀中ごろから��世紀にかけて、語源の「道徳的つまずきの原因」と

いう意味をもったが、������や�������がその意味を引き継ぐことになる。

������は法律用語として用いられ口頭による名誉毀損「口頭誹
ひ

毀
き

」を意味

し、「(人)を口頭誹毀で告発する」は�� ������（�������）�� ������と表現

する。������ �� �����（権利の誹毀）は、原告の財産権について、被告が第

三者に悪意ある虚偽の発言をすることによって損害を与えた場合のことをい

う。

�	 
�����（胆汁）�	 
������（コレラ）

伝染性の強い胃腸疾患
������の語源はギリシア語��� ��（胆汁、憤怒）か

ら派生した��� ����で、他の胆汁疾患も含め、疾患名である。そして、������

と二重語を形成している。ギリシア語の意味を保持してラテン語に�������

として取り入れられたが、�～�世紀には��� ��と同じ意味で用いられ、古代

ギリシアの生理学の学説に遡る考え方で、中世の医学において人間の体や精

神を支配すると考えられていた四体液（�����）の一つである胆汁の名称と

なる。ちなみに他の三体液とは���
	��（血液）、����������（黒胆汁）、

���
��（粘液）で、それぞれの四体液が過剰になると��������（怒りっぽ

い）、��������（血色のよい、快活な）、����������（鬱病の、憂鬱な）、

����������（粘液質の、冷淡な、沈着な）となると考えられた。そして、こ

れらのバランスが崩れ、いずれかの体液が過剰になった人が異常な行動に出

る状態を��������といわれ、その異常性が人の笑いを呼び起こすことがあ

ることから「こっけいな、おどけた、おかしい」という意味に変っていった。

ラテン語������は、ロマンス語を経て古フランス語に��世紀の終わりご



－40－

ろ������ ������ ����（胆汁、怒り）として入るが、学識語��� ����の影響によっ

て現代フランス語のつづり��� ����となる。そして、��世紀中ごろには�������

（コレラ）をラテン語から再度借入して、フランス語においても二重語を形

成している。

英語������は��世紀の終わりごろ古フランス語より中英語������ ����	��

�����（〈四体液の一つ〉胆汁）として入る。
��は英語�����	の初出をラテ

ン語訳『ヴルガタ』の
����による英語翻訳としており、「集会の書」第��

章第��節で“���	����� ����� �� ��� ���� �����”（��	 ������ � �����

�	������ ��������� ��� ��	������ ���� ��	� ���� �����	� おいしい食べ物をむさ

ぼって食べるな。食べすぎは不健康の元で、大食は、腹痛を起こす。）と訳

している。しかし、この語義は��世紀初めを最後に廃義となっている。また、

 �����	 の『カンタベリー物語』（��� ���������	 �����）の��� �����

�������� ���� ���では、四体液の一つで、怒りっぽさを引き起こす「胆汁」

で、また同じく�� では、「胆汁疾患」の意味で用いている。��世紀にラテン

語�������が持っていた「怒り、憤怒」の語義が加わった。現在では�����	は

古風な響きを持つ語となっているが、この語から派生した語に形容詞�����	��

（かんしゃく持ちの、怒りっぽい）や名詞��������	��（〈胆汁・血液などに

含まれる〉コレステロール）などがある。

�������は�����	の異形として中英語に取り入れられ、初期においては

�����	と同義の「胆汁」を意味していたが��世紀中ごろを最後に廃義となる。

そして、胆汁性の下痢・嘔吐・胃痛を伴う疾患の病名となる。初めは�������

!�����（������� �����	�）と呼ばれ、�����	�（胆汁）と区別されていた。

�!��年から��年にかけてインドで悪性の伝染病が起こり、�!��年代前半には、

ヨーロッパや北アメリカに広がった。イングランドには�!��年から�"年に上

陸した。この伝染病は、もともとインドの風土病で、胆汁が起因するもので

はないが、������� �����	�とよく似た症状である激しい嘔吐、米のとぎ汁の

ような下痢、そして強い脱水症状を呈していた。初期は#������ �����	�とか

$����� �����	�などと呼ばれていたが、次第に短縮されて�����	�と呼ばれる

ようになり現在に至っている。ちなみに日本では、�!""年にはじめてコレラ

の流行が記録されている。
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�� �����（騒音）��� �	
��	（吐き気）

�����と�	
��	は、ギリシア語�� �����（船酔い）を語源とする二重語であ

る。このギリシア語は、�� ���（船）から派生した語で、英語�����（海軍の、

船の）や�����	��（航海の、海事の）の語源となっている。�� �����がラテン

語に入って���
��となり、ギリシア語の意味を保持した。その後、「船酔い

に伴う激しい嘔吐などの胃の症状」や「船酔いに伴う騒がしさ」の意味が加

わった。古フランス語は、��世紀の終わりごろ��
�を後者の意味でこのラ

テン語から取り入れ、「騒がしさ、喧嘩」へと意味を発展させた。現代フラ

ンス語では、��
�のこの意味は古義となり、	���	��� ��
� �� ...（～に喧嘩

をうる）の成句のみで使われており、「騒がしさ」はイタリア語から借入し

た������を使用し、「吐き気」｢嫌悪感｣の意味では��世紀ラテン語から再借

入した���
��が使われている。

英語は古フランス語��
�を��世紀はじめに「大きな叫び声」の意味で取

り入れる。しかし、必ずしも不快感を伴う音とは限らず、耳に心地よいメロ

ディアスな音をも意味し、� ���� ����
��� ��� ����	����� ��	�［��
�］など

の表現があった。例えば、��������� �� ����
と���� �� ����作『薔薇物語』

（�� ���� �� �� �
�）の翻訳で、チョーサーによって前半部が訳された

といわれている��� ������ � �
�において、冬の寒さの中で押し黙って

いた小鳥たちが�月になってうららかな陽気さとともに喜びに満ちてさえず

りだすというくだりで、ナイチンゲールの鳴き声を表現して次のように書か

れている。

���� ��
 ��� ����������� ��� �����

� �� � ��
�! ��� 
����� ������" #���	��訳

�� �

���
 ���
 
$�
��	�

%� 	������ �� �� ����� ��
� ����������作

その時うぐいすは懇親の力をこめて

歌い、音をたてる

フランス語原文の��
�をそのまま取り入れて��
�と訳し、「快い音楽的な

音」を意味している。また、シェイクスピアも、『テンペスト』（��� ���&

��
�）第�幕第'場における#������の台詞で「楽の音」（��
�	�� 
���）の意

味で��
�を用いている。
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�� ��� �����	
 ��� ��� � ���� �� ����

����	 ��	 ���� ���� ���� ���� 	������ ��	 ���� ���.

こわがることはねえぜ。この島はいつも物音や

歌声や音楽でいっぱいだが、楽しいだけで悪いことはなんにもしねえ。

（小田島雄志訳）

このような「心地よい音」の意味は、��世紀の終わりごろに書かれた

������	��の『古老の船乗り』（��� ���� �� ��� ������� �������）の第�部にお

いても見受けられる。

�� ����	
  �� ���� ��� ��� ��	� ��

� !������ ���� ���� ����

歌はやんだ。しかし帆はなおも

心地よい音を正午まで立てていた。 （上島建吉訳）

借入時の�"世紀のころには、「噂話、中傷、醜聞」や「評判」｢もめごと、論

争、喧嘩｣の意味があったが廃義となっている。#$世紀に「発話」の意味が加

わる。例えば、�� ��%� � ����は文字通り｢大きな音をたてる｣という意味であ

るが、現代の俗語では「無礼な音をたてる」「ゲップをする」ことである。し

かし、�� ��%� ����は「無礼な音」のニュアンスが消え、考えや気持ちを

「口に出して主張する」意味になり、�� ��%� ����������� ���� や�� ��%�

 �!������� ����の表現が可能となる。｢騒音｣の意味は借入時から取り入れて

おり、借入時ごろから������� ����（静かに、内密に）の表現があった。

「吐き気」「嫌悪」を意味する�����は、今でも「船酔い」をも意味する。

�&世紀中ごろにラテン語�����から借入し、��世紀にはもともとの意味である

「船酔い」での使用例が見られる。派生語として、医学用語の�������（悪心

を起こさせる〈薬〉）や、動詞�������（吐き気をもようす）、形容詞������

（むかつかせる、吐き気をもようした）が生じている。実際に吐く行為の動詞

は�����である。この語はラテン語����� '���（吐く）から��世紀前半に借入さ

れている。


