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０．はじめに 

 

語と語が構成する表現の意味が文字通りの内容を示すものから、段階的に

徐々に元の意味を感じさせないものになっていくことを、その表現がイディオ

ム化したと言います。本論では、イディオムの変遷の一端について、チョーサ

ーでは文字通りまたは文字通りに近い意味で使われていたと考えられる表現が、

ディケンズでは比喩的な意味になっているものについて考えます。それぞれの

用例について文脈を読みながら、個々のイディオムの微妙な意味を考えるきっ

かけにします。ただし、今回取り扱う表現は聖書との関わりがあることが指摘

されているので、聖書に見られる表現の変遷についても取り扱います。 

 

���� 「総序の詩」に登場する郷士 �)UDQNOLQ� 

 

「総序の詩」に登場する人物の中に郷士がいます。この人物の描写の中に本稿

において扱う �PHWH DQG GU\QN� が見られます。この郷士は高等弁護士の後に紹

介されます。つまり、彼は、����年以後の法廷の訴訟事件や判例や法令を丸暗

記するほどの秀才であった高等弁護士の仲間としてその後に描写されます。高

等弁護士のまだらの姿と異なって、郷士については、はっきりとした白色の特

徴が直喩と隠喩によって語られます。州の知事で会計検査官をしていたと書か

れているが、この人には不正があったとは思われません。医学博士と違って腹

の座った人で、どうも自らの食生活については自分の健康を考えて細心の注意

を払わなかったようです。彼は食道楽をたしなむことが生活信条であったよう

で、作者はその和やかな楽しい雰囲気を喜んでいます。 

 

:KLW ZDV KLV EHUG DV LV WKH GD\HV\H�  

2I KLV FRPSOH[LRXQ KH ZDV VDQJZ\Q� 

:HO ORYHG KH E\ WKH PRUZH D VRS LQ Z\Q� 

7R O\YHQ LQ GHOLW ZDV HYHUH KLV ZRQH� 

)RU KH ZDV (SLFXUXV RZHQH VRQH� 

7KDW KHHOG RSLQLRXQ WKDW SOH\Q GHOLW 

:DV YHUUD\ IHOLFLWHH SDUILW� 



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

+LV EUHHG� KLV DOH� ZDV DOZD\V DIWHU RRQ� 

$ EHWWUH HQY\QHG PDQ ZDV QRZKHU QRRQ� 

:LWKRXWH EDNH PHWH ZDV QHYHUH KLV KRXV� 

2I ILVK DQG IOHVK� DQG WKDW VR SOHQWHYRXV 

,W VQHZHG LQ KLV KRXV RI PHWH DQG GU\QNH�  

2I DOOH GH\QWHHV WKDW PHQ NRXGH WK\QNH� 

$IWHU WKH VXQGU\ VHVRQV RI WKH \HHU� 

6R FKDQJHG KH KLV PHWH DQG KLV VRSHU� 

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

$Q DQODDV DQG D JLSVHU DO RI VLON�  

+HHQJ DW KLV JLUGHO� ZKLW DV PRUQH PLON� �, �$� �������  

（髭は雛菊のように白く、顔色は真赤でした。朝は葡萄酒にひたしたパンをと

ても好んでいました。愉楽の生活が習慣になっていました。彼は、完全な快楽

こそ真に完全無欠の幸福なり、との意見を持したあのエピクロスの申し子とい

ってよい方でした。･･････この方のパンもそのビールも一様に上等のしろもの

でした。どこにも、これほどいい葡萄酒を倉に貯蔵している方はおりませんで

した。家には魚と肉に果物、それにまた香料を入れた焼きパンがいつも備えて

ありましたが、それもじつにたくさん、家には食べ物に飲み物、人が考えうる

限りのありとあらゆるご馳走がまるで雪の降るばかりに積っておりました。彼

は季節の変るごとに食事のメニューをかえました。･･････両刃の短剣や絹の財

布が朝の牛乳のような白い帯皮のところにぶら下がっておりました。）（桝井迪

夫訳、以下『カンタベリー物語』の訳は桝井によっています。また、引用文中

のアンダーラインは筆者のものです。） 

 

ローマ大学教授3LHUR %RLWDQL氏は、����年��月��から��月�日まで専修大学で開

かれた平成��年度第�回国際公開講座「チョーサーとラングランド」において、

チョーサーがダンテなどのイタリアの作家たちから影響を受けた自然描写につ

いて講演をされましたが、そこではチョーサーの自然の中で雪に関する描写に

ついては説明がなされませんでした。しかも、雪が降るイメージとご馳走との

つながりについては述べられることはありませんでした。「家には食べ物に飲み

物、人が考えうる限りのありとあらゆるご馳走がまるで雪の降るばかりに積っ

ておりました。」における、この雪のメタファーは、イタリアの作家たちの描写

には存在せず、チョーサー的なものと考えられます。サンタクロースさながら、

おびただしく降る白い雪のごとくみんなにご馳走を振舞う郷士の姿は、新鮮な

イメージを提供してくれます。以上、ここでの �PHWH DQG GU\QN� は、文字通り



「食べ物と飲み物」であると解釈できます。 

���� 『オックスフォード英語辞典』（2('）における �PHDW DQG GULQN� 

今日の英語に存在している“meat”はもともと人間や動物が食べる食物一般を

意味し、“drink”のような液状の食べ物ではなくて固形の食べ物を意味してい

ました。そして、二つの語がワードペアーとして and を挟んで対に使われるこ

とが多かったのです。それが「こころからうれしいと思うこと」のような比喩

的な意味として用いられるようになりました。以下に『オックスフォード英語

辞典』から該当箇所を引用します。 

�� D� )RRG LQ JHQHUDO� DQ\WKLQJ XVHG DV QRXULVKPHQW IRU PHQ RU DQLPDOV� XVXDOO\� 

VROLG IRRG� LQ FRQWUDGLVWLQFWLRQ WR GULQN� 1RZ DUFK� DQG GLDO�JUHHQ PHDW� JUDVV RU J

UHHQ YHJHWDEOHV XVHG IRU IRRG RU IRGGHU �VHH JUHHQ D� ��� 6HH DOVR KDUG PHDW� KRUVHPHDW� ZKLWH

PHDW� PHDO RI PHDW� PHDO
V PHDW� VHH PHDO Q�� �H� 

���D��� WU� %ÇGD
V +LVW� Y� LY� �6FKLSSHU� ��� +H HRGH RQ KLV KXV 	 ßÇU PHWH >Y�U� PÇWH@ ß\�HGH���

F��� 5XVKZ� *RVS� /XNH [LL� �� 6DZHO PDUD LV ÑRQQH PHWW���D���� /LEHU 6FLQWLOO� [OYLL� ������ ��� 

1\V ULFH JRGHV PHWD 	 GULQF���F���� /DPE� +RP� ��� 1H VFXOHQ lH QDZLKW lLPVWRQHV OHJJHQ        

6ZLQHQ WR PHWH���F���� 2UPLQ ���� +LVV GULQQFK ZDVV ZDWHUU Dll RFF Dll� +LVV PHWH ZLOGH URWHVV

���D���� /RIVRQJ LQ &RWW� +RP� ��� ,FK KDEEH L�VXQHJHG LQH PHWH DQG LQH GUXQFKH���D���� &XUVRU 

0� ��� 0ROG VDO EH ßL PHWH IRU QHGH���F���� :\FOLI :NV� ������ ��� $ODV� ßDW VR JUHW FRVW 	      

ELV\QHVVH LV VHWWH DERXWHQ ßH URWHQ ERG\� ßDW LV ZRUPHV PHWH���F���� 3RO� 5HO� 	 /� 3RHPV ������ 

��� 7K\ PHWH VKDOO EH P\ON� KRQ\H� 	 Z\QH������� 1RUWRQ 2UG� $OFK� Y� LQ $VKP� ������ ��      

:LWKRXW /LTXRU QR 0HDWH LV JRRG������� /\WH 'RGRHQV LL� [OYL� ��� 7KHVH NLQGHV RI OLOOLHV DUH        

QHLWKHU XVHG LQ PHDWH QRU PHGLFLQH������� &RFNHUDP LL� 0HDWH RI WKH *RGV� $PEURVLD� 0DQQD���    

���� 7DWH LQ 'U\GHQ
V -XYHQDO [Y� ������ ��� :KR )OHVK RI $QLPDOV UHIXV
G WR HDW� 1RU KHOG DOO    

VRUWV RI 3XOVH IRU ODZIXO 0HDW������� -RKQVRQ -RXUQ� :� ,VO� �� 2XU JXLGHV WROG XV� WKDW WKH KRUVHV 

FRXOG QRW WUDYHO DOO GD\ ZLWKRXW UHVW RU PHDW������� &�6PLWK :DQGHULQJV RI :DUZLFN �� 6HQGLQJ   

RXW ZRPHQ DQG FKLOGUHQ� DIWHU D KDUG GD\
V ZRUN� WR FROOHFW PHDW IRU WKH FDWWOH������� 6KHOOH\       

3�%HOO YLL� Y� � +H KDG�PHDW DQG GULQN HQRXJK������� 6WHSKHQV %N� )DUP ,,� ��� 0HDW LV WKHQ VHW 

GRZQ WR WKHP RQ D IODW SODWH� FRQVLVWLQJ RI FUXPEOHG EUHDG DQG RDWPHDO������� 6WHYHQVRQ &DWULRQ

D [[L� ��� :KHQ�P\ IDWKHU DQG P\ XQFOHV OD\ LQ WKH KLOO� DQG , ZDV WR EH FDUU\LQJ WKHP WKHLU      

PHDW������� 'DLO\ &KURQ� �� 'HF� ��� ,PSRUWV RI IUXLW DQG RWKHU FKRLFH JUHHQaPHDW��� 



E� ILJ� LQ YDULRXV DSSOLFDWLRQV��$OVR LQ PDQ\ SDVVDJHV RI WKH %LEOH� H�J� -RKQ LY����

 ��� � &RU� LLL� �� +HE� Y� ��� DQG LQ DOOXVLRQV WR WKHVH�� WR EH PHDW DQG GULQN WR
 �D SHUVRQ�� WR EH D VRXUFH RI LQWHQVH HQMR\PHQW WR� 

���F���� 7ULQ� &ROO� +RP� �� ¿H ßULGGH LV IRU PHWH ßDW LOFK PDQ DJK PLG KLP WR OHGHQ ßDQ KH VDO RI

 ßHVVH OLXH IDUHQ� ßDW LV FULVWHV KROLH OLFDPH���D���� +DPSROH 3VDOWHU YLL� � 6\QIXO PDQQ\V OLI LV WKH 

GHXHOV PHWH������� %S�$OFRFN 0RQV 3HUIHFW� &ME�� 2EHG\HQFH LV�WKH PHHWH DQG FRPIRUWH RI DOO     

VD\QWHV������� )ULWK $QVZ� 0RUH (M� ,W \V PHDWH DQG GULQNH WR WKLV FKLOGH WR SODLH������� 6KDNHV�    

$�<�/� Y� L� �� ,W LV PHDW DQG GULQNH WR PH WR VHH D &ORZQH������� 7�*UDQJHU 'LY� /RJLNH ��         

,GOHQHV LV WKH PHDWH RI OXVW������� +XPRXUV 7RZQ � 3HWW\�IRJJHUV� DQG WKHLU 0HDW DQG 'ULQN� WKH 

/LWLJLRXV������� &DUO\OH 0LVF�� 0LUDEHDX ������ 9� ��� %XW WKHQ KLV VW\OH�� 6WURQJ PHDW� WRR        

WRXJK IRU EDEHV������� %URZQLQJ )UD /LSSR ��� 7R ILQG LWV PHDQLQJ LV P\ PHDW DQG GULQN��� 

まず、�PHDW� が食物一般を意味する最初の用例は、古期英語時代のベーダ『英

国民協会史』から引用されています。中期英語に入ってからもよく使われ、後

期にはチョーサーと同時代に生きたウイックリフからの用例（����年頃）があ

げられています。腐っていく肉体を蛆虫の �PHWH� （食べもの）と説明していま

す。近代英語においても継続して使われ、近代英語後期に入るとジョンソン博

士からの用例（����年）があげられています。馬たちが一日中休息や �PHDW� 

（食べもの）なしで旅を続けることができないと説明を受けた内容です。��世

紀は詩人シェリーの用例やスティーヴンソンの例を取り上げています。このよ

うに、「一般の食物」から意味が狭くなって「食べものの中で食肉」に限られる

ようになっていく、�PHDW� は��世紀初めまで使われていたようです。 

次に、�PHDW DQG GULQN� の比喩的意味は��世紀ごろから用いられています。特

に英語の聖書に多く使われ、��世紀まで用例が見られますので、息の長い表現

であることが分かります。聖書を中心によく使われる表現ということは、人々

の心の奥底に定着したものであるということです。ここで、聖書に見られる用

例を取り上げます。 

 

���� 聖書における �PHDW DQG GULQN� 

 

����年に-DPHV ,の支持を得て、����年に完成された .LQJ -DPHV
 %LEOH は『欽定

英訳聖書』�$XWKRULVHG 9HUVLRQ� と呼ばれます。実質的には『ティンダル訳聖書』

（����－��）に基づいていると言われます。そこに  �PHDW DQG GULQNH� が使わ

れています。それが、��世紀の後半に英米で同時に翻訳された聖書では、

�IRRG DQG GULQN� と �HDWLQJ DQG GULQNLQJ� のように、慣用句を用いず現代の英語

に合わせた訳語になっています。�PHDW� を新訳で使えば意味を取り間違える可



能性もあると考えられたのかもしれません。 

 

���� $XWKRULVHG 9HUVLRQ� 

)RU WKH NLQJGRPH RI *RG LV QRW PHDW DQG GULQNH� EXW ULJKWHRXVQHV� DQG SHDFH�  

DQG LR\ LQ WKH KRO\ *KRVW� �5RP ������ 

 

���� 1HZ 5HYLVHG 6WDQGDUG 9HUVLRQ� 

)RU WKH NLQJGRP RI *RG LV QRW IRRG DQG GULQN EXW ULJKWHRXVQHVV DQG SHDFH DQG  

MR\ LQ WKH +RO\ 6SLULW� �5RP ������ 

 

���� 7KH 5LYLVHG (QJOLVK %LEOH 

IRU WKH NLQJGRP RI *RG LV QRW HDWLQJ DQG GULQNLQJ� EXW MXVWLFH� SHDFH� DQG MR\�  

LQVSLUHG E\ WKH +RO\ 6SLULW� �5RP ������ 

 

（『聖書新改訳』������ なぜなら、神の国は飲み食いのことではなく、義と平

和と聖霊によるよろこびだからです。） 

 

このように、聖書では隠喩的な意味を示す �PHDW DQG GULQN� が慣用的に使われ

てきましたが、��世紀後半の新訳ではそのままその表現が継承されず現代にふ

さわしい語 �IRRG� や �HDWLQJ� に訳され、それがメタファーとなっています。 

 

 

�� チョーサーにおける �PHDW DQG GULQN� 

 

本論のはしがきに述べましたように、「序の詩」に登場する郷士の家に雪のよう

に降る食べ物と飲み物を示すために �PHWH DQG GU\QNH� が使われていました。チ

ョーサーでは、聖書と違って文字通りに近い用法で用いられています。ただし、

比喩的に使われる慣用句的表現を十分に予期させるものです。つまり、チョー

サーのような作家はいつも言葉を有機的に利用する才能を持っています。 

 

 $QG PHWH DQG GU\QNH WKLV Q\JKW ZRO , EU\QJH  

 <QRXJK IRU WKHH� DQG FORWKHV IRU WK\ EHGG\QJH� �.Q7 �������� 

（今夜は食物、飲み物をお前に十分なだけ持って来てやる。またお前に十分な

寝具を持って来てやろう。） 

 

アルシーテがパラモンに対して言うせりふです。ここではPHDW DQG GULQNは文字



通り「食物、飲み物」を意味しています。 

 

 $QG ULJKW DQRQ� ZLWKRXWHQ ZRUGHV PR� 

 7KLV 1LFKRODV QR OHQJHU ZROGH WDULH� 

 %XW GRRWK IXO VRIWH XQWR KLV FKDPEUH FDULH 

 %RWKH PHWH DQG GU\QNH IRU D GD\ RU WZH\H�  �0LO7 �������� 

（そしてすぐに、これ以上言うまでもなく、ニコラスはもはやそれ以上待とう

ともせずに、こっそりと彼の部屋に一、二日分の食糧や飲み水を運び込みます。） 

 

大工の妻アリスンと関係を結ぶニコラスが部屋に閉じこもるときに、

�PHDW DQG GULQN�（食糧や飲み水）を持ち込む場面です。ここでも文字通りの意

味で使われています。 

 

 %XW VSHFLDOO\ , SUD\ WKHH� KRRVWH GHHUH� 

 *HW XV VRP PHWH DQG GU\QNH� DQG PDNH XV FKHHUH�  

 $QG ZH ZLO SD\HQ WUHZHO\ DWWH IXOOH� �5Y7 �������� 

（だが、特にお願いだが、親愛なる宿のご主人、何か食べ物と飲み物を持って

きてわれわれを元気にしてくれませんかね。僕らはほんとに全部払うから。） 

 

 

�� ディケンズのLGLRPとしての �PHDW DQG GULQN� 

 

山本博士は、次の引用文のようにディケンズのイディオムに説明しておられま

す。ディケンズの言語に、シェイクスピアと並んでかなりたくさんの引用文を

提供してきました聖書に目を向けなければなりません。同じように、もともと

聖書の言語として使われたのですが、今では聖書のことを連想させなくなって

しまいました所謂といわれます表現を識別する必要があります。次のような語

句がこのようなセットフレイズに属しています。 

 

�����  +HUH ZH VKRXOG WXUQ WR WKH %LEOH ZKLFK KDV DIIRUGHG VLGH E\ VLGH ZLWK  

6KDNHVSHDUH WKH JUHDWHVW QXPEHU RI TXRWDWLRQV WR 'LFNHQV
 ODQJXDJH� /LNHZLVH  

LQ WKLV FDVH ZH PXVW ILUVW GLVFULPLQDWH WKRVH VHW�SKUDVHV ZKLFK� WKRXJK RULJLQDOO\  

%LEOLFDO� KDYH QRZ ORVW WKH SURSHU DVVRFLDWLRQ�  7R WKHVH EHORQJ� IRU H[DPSOH�  

VXFK ZRUGV DQG SKUDVHV DV DUH HPSOR\HG LQ WKH IROORZLLQJ� 

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

    �%RXQGHUE\�  �)LUVW RI DOO� \RX VHH RXU VPRNH� 7KDW
V PHDW DQG GULQN  



WR XV�� +7 ,, � �FI� 
WKLV ZDV PHDW DQG GULQN WR KLP
� D JUHDW SOHDVXUH� 

 &2'� &I� 5RP� [LY ��� 
7KH NLQJGRP RI *RG LV QRW PHDW DQG  

GULQN�
� � �/L]]LH� �,�, GR QRW OLNH LW� IDWKHU�� �� �$V LI LW ZDVQ
W \RXU  

OLYLQJ�  $V LI LW ZDVQ
W PHDW DQG GULQN WR \RX��  0) , � �KHUH  

OLYHOLKRRG��� �<DPDPRWR ����� ���� 

 

最初の引用文は、『ハード・タイムズ』に登場するバウンダビーが意気揚々と

話すせりふです。「まず第一に、あんたにはこの町の煤煙が見えよう。それは、

わしらにとって生きる楽しみともいうべきもんなんじゃよ。」（山村、竹村、田

中訳『ハード・タイムズ』より） 

次の引用文は、『互いの友』の冒頭の章に使われているもので、日常生活での

生活に最小限必要な生活の糧を表しています。「え、ええ、いやよ、父さん」「て

めえの食いぶちじゃねえってみてえにな。てめえが食ったり飲んだりしてるや

つじゃねえってみてえにな」（田辺洋子訳『互いの友』より） 

 

結局、ディケンズの �PHDW DQG GULQN� は、現実に存在する食べ物と飲み物のよ

うな「生きる楽しみ」や生活手段を意味するメタファー（隠喩）として使われ

ています。前者では �RXU VPRNH� （この町の煤煙）が生きる楽しみになり、後者

では川の顔を見ることが生活手段ということになります。ただし、ディケンズ

の �PHDW DQG GULQN� は他にも用例が見られますので、�PHDW� 一語だけの例を含

めて、今後の研究課題とします。また、ディケンズ以外のテクストにも

 �PHDW DQG GULQN� が多く使われています。ディケンズの英語らしさを見出すた

めに、そのような例も含めて �PHDW DQG GULQN� の意味論的な研究を継続的に続

けていきます。 

 

 

�� おわりに 

 

このように、チョーサーからディケンズへのメタフォリカルなワードペアの用

法について、�PHDW DQG GULQN�を例にとって見てきました。このように��世紀か

ら��世紀まで約���年も経過していくうちに、文字通りに近い意味から、字義を

感じさせながらも比喩的な意味に変化していることがわかりました。さらに、

ディケンズの作品においても書かれた時期によってはメタファーの意味合いが

異なります。つまり、いつも念頭においておかなければならないと思われます

ことは、どの時代のテクストを目の前にしましても、たえずその用法について

その周りに存在している様々な文脈を客観的に深く読み解くことです。 


