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チョーサーの詩行におけるトーンの醸成

チョーサーの情緒的言語研究試論
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チョーサーの詩は､ 物語詩でありながら､ いつでも全体として情緒的である｡ 作品の主題は当時の

あらゆる階層の人々の生の営みを伝えることにあるが､ そのような主題は常に人間の情緒性に向かい､

言ってみれば､ 結局は､ 彼の作品の一番の､ そして一貫した主題は人が持っている情緒的な部分で､

それがいつでも作品の核になっている｡ それは､ 悲劇的なロマンスはもちろんのこと､ 気高いロマン

スであろうと､ 滑稽な笑い話であるファブリオであろうと､ さらには宗教的な作品でさえもである｡

チョーサーの作品の題材をいくつかに分けると､ 主に､ 騎士道的な宮廷風愛の題材､ 民衆たちのリア

ルな世界が描かれる現実的題材､ それに宗教的な題材などがあるが､ そのいずれにおいても 宗教

的な題材の場合でさえ そこでチョーサーが伝えようとするのは､ 登場する人物たちにまつわる人

間的な情緒であるように思われる｡１

物語の進行､ すなわちプロットを一つの軸とすると､ それはあくまでも物語の事実として存在し､

進行する要素である もちろん物語そのものはフィクションである､ 中には史実に基づいたものが

あるにせよ｡ そのようなプロットの事実的な進行そのものからくる情緒的な要素がまずある｡ そのよ

うな情緒的要素の中心となるのは､ 何よりも､ 人の喜びと悲しみのそれで､ そして､ 次に､ そのよう
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な登場人物たちの､ すなわち人間の喜びや悲しみに面して人が持つべきものとしての ������(���������｢哀れみ､ 情｣)の情緒が存在する｡ それは､ 人の悲しみを悲しむ､ それに胸を痛める､ 涙する､
また､ 人の喜びに対しては己がことのように喜ぶという気持ちである｡ チョーサーはどうもそこに人

の優しさの根本を見ている｡ 彼は､ 自分はただただ聴く人､ 読む人を楽しませるために書いていると

言っているが､ そのような､ 人を楽しませることを意図した作品を書きながら､ そこに彼が伝えたい

ことがあるとすれば､ おそらく今述べたような､ 人の泣き笑いを包み込むような､ 人が持つべき ｢哀

れみ｣ の情緒ではないかと思われる｡２

そのような物語の内容的情緒性に対して､ その背景として､ あるいは周辺的､ 付随的に､ 作品全体

を通して､ 詩行のトーン (����調子) を高めたり､ また逆に抑えたりする言語的要素がある｡ それ
は､ 喜びや悲しみや哀れみといった語られる内容､ 主題そのもの､ あるいはその進行そのものとは直

接的､ 必然的に関わるものではなく､ 付随的に加えられている要素である｡ それは､ 作品を構成する

詩行のいたるところに散りばめられ､ 物語の内容として述べられる情緒性 (第一の､ 中心的情緒要素)

をさらに効果的に演出する役割を果たしている｡

そのような､ 詩行のトーンの形成に重要に関わる言語的要素は大きくは二つの側面というか､ 機能

を持っている｡

一つは､ 今述べたように､ 作品の内容を語っていく上で､ 展開される物語の情緒性をよりよく伝え

るための背景あるいは雰囲気を醸成する要素としての機能である｡ 舞台や映画で言えば､ 背景の照明

や効果音といったものである｡ ������������������のような悲劇の物語を､ 例えば､ 山や森や木々を
背景にした舞台で演じるとしたら､ 風がそよとも吹かず､ それら背景の山や森や木々がまったく動か

ず､ 音も立てずにあるよりは､ 風が吹き､ 山が鳴り､ 森の音が聞こえ､ また木々の葉が風で翻り､ 枝々

がざわめき､ 木々が揺れ動いている方が､ そこで演じられ､ 展開される悲劇の悲劇性また感情の波は､

見る方に間違いなくよく伝わるし､ その劇の内容そのものまでが見る人の心をより刺激し､ 揺さぶる

であろう｡ それと同じことである｡ チョーサーと同時代の､ 作者不詳のロマンス作品や抒情詩におい

てもいくらか類似のことが言えるが､ とりわけ､ 登場人物の微妙な心理や感情や情緒を繊細に､ 場面

に浸透させるように描くチョーサーにおいては､ 語りの基調を形成するそのようなトーンの操作は､

他の作家たち以上に重要な要素となっていることは間違いない｡ そのような性質を持つチョーサーの

詩の言語は､ 一見して､ 単純､ 平明であり､ 透明である｡ しかし､ 文脈､ 場面の理解がそこに加わる

と､ とたんに､ それは微妙な色合いを帯びる｡ つまり､ チョーサーの情緒的な詩言語は文脈的な言語

文脈との関係で微妙な意味を漂わせる言語 と言える｡３

二つ目は､ 当時の詩の位置づけから来る性質との関係である｡ すなわち､ 中英語時代の詩は､ 基本

的に語り詩であり､ その基調となるのは������の調子である｡ そこでは､ 口承文学的な性質から来る､
口頭による話しぶりの要素もあるし､ また､ 詩行に帯びさせられたトーンを上げたり下げたり､ 強め

たり弱めたりしながら､ 聴衆との距離を操作することも当然ながら重要になってくる｡４ そのような

面に関わっていると思われる言語的要素のグループとして､ 強意語､ また聴衆にじかに伝わるような

感嘆的表現や祈願の言葉などの喚情的な要素､ また ｢確かに｣ ｢絶対に｣ ｢嘘じゃありませんよ｣ など

の確信性､ 断言性を表わす要素などがあり､ それらが､ 語られる詩行のあちこちに散りばめられるこ

とで､ 語り手と聴衆の関係を操作するのに大きな役割を担っている｡ 聞く人たちを高揚させたり､ 沈

ませたりするのは､ もちろんその作品の内容が最も中心的なものであるが､ しかしそれが語られる際
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の両者の距離感は､ そのような言語的要素の使用と切り離せない関係にある｡

しかしまた､ それとは逆のやり方で､ 作品中の人物の心の動きや感情が深く伝わってくる場合があ

る｡ それはトーンを高めるのではなく､ 逆にそれを抑えることで､ その場面における人物の繊細な思

いや感情､ あるいは溢れんばかりの感情を､ あえて言語的に表に出さず､ ｢含み｣ として読者に伝え

るものである｡ 桝井 (1968) は､ �������よりも表現の方が高まる､ 大きくなる場合を���������(拡大､
膨張) の表現と呼び､ 逆に､ �������よりも言語表現が抑えられる､ 小さくなる場合を������������(凝
縮､ 簡潔) の表現と呼んでいるが､ 後者がそれにあたる｡ 物語の進行の中で､ ���������的表現は､ 物
語と詩行の調子を高め､ 一方������������的表現は､ 場面や登場人物の気持ちや思いを抑えることで
却ってその場に､ 一種言わないことからくる ｢含み､ 含蓄｣ を醸成し､ 逆に深く､ その思いを感じさ

せることになる｡ ともに､ チョーサー独特の情緒と雰囲気を醸成する働きをしている｡ ������������������におけるクリセイダの ｢笑い｣ を扱った桝井 (1958) は､ まさにこの������������の表現が醸
し出す ｢含み､ 含蓄｣ を見事に捉えた論文である｡５

このように､ 情緒的な主題と､ その背景を作るトーンの操作 高揚した､ あるいは抑えたトーン

の醸成 この二つがチョーサーの詩の言語を独特な情緒的言語にしている大きな要素であると考え

ている｡ そして､ このトーンの操作の中心であり､ その大部分を占めるのは､ 当然ながら､ 高揚した

トーンの醸成である｡ そのような､ トーンを高揚させるのにチョーサーが利用している言語的要素は

実に多種多様で､ さらに､ それらは様々な文体的､ 修辞的工夫を凝らして使用されている｡

このような､ トーンを高揚させる言語的要素の種類を調べてみると､ まず最も基本となるのが､ い

わゆる���������������などの小さな強意語句で､ それらは形容詞､ 副詞､ 名詞､ また動詞に付随しな
がらそれらを強める働きをしている｡ 当然ながらこの種の強意要素が最も多い｡ そのほか､ 形容詞や

副詞の最上級､ 確信性や断言性を表す語句 (主に副詞語句)､ 感嘆詞､ 間投詞的要素､ 呼びかけ､ 誓

言､ 祈願表現､ また､ さらに､ �����������������������������������(��������) などのような一
種の最上表現や､ �������������������の類の強意的直喩 (������������������)､ 強意的隠喩
(��������������������)､ また強意的比較 (����������������������) などがある｡ これらはすべてその
語句や表現自体が強意的な意味合いを持っている言語的要素と考えられるが､ さらに､ 倒置や繰り返

しなど､ 統語的要素を修辞的､ 効果的に用いることで､ その場面の調子を高める働きをさせている｡

整理すると以下のようになる：

１. 修飾的強意要素６

１.１. 形容詞を強める強意要素：������������など
１.２. 副詞を強める強意要素：��(�������)������など
１.３. 動詞を強める強意要素：������������など
１.４. 名詞を強める強意要素：����������������������など
１.５. 強意的直喩�隠喩�比較 (��������������������������������������)
２. 最上表現要素

２.１. 最上級

２.２. 最上表現

３. 断言的要素
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３.１. 断言的要素：��������������������������など
４. 喚起的要素

４.１. 感嘆詞的要素：�������������など
４.２. 呼びかけ

４.３. 誓言

４.４. 祈願表現

５. 統語的・修辞的技法

５.１. 反復

５.２. 倒置

５.３. 対照

概略すると大きくはこれら５種類の要素があり､ それぞれ下位的に分けられる具体的な言語的・表現

的要素が15種類ある｡ これらの語句や表現が作品を通して現れ､ チョーサーの詩行のトーンを高める

働きをしている (本論文ではこれらの要素を総称して�������������と呼ぶことにする｡ あえて日本語
に直せば ｢音調を高める要素群｣ となるが､ 適当な熟語的日本語が見つからないので､ 論文中この英

語名を用いることにする)７｡

例えば､ ���������������からの次の例を見ていただきたい｡ 詩行中のゴシック体になっている語
句が､ 内容的に悲しみや哀れみを表すもので､ ゴシック体かつイタリックの語句や表現がそのような

なんらかの強意要素である：

〈セシウスが戦いで勝利をおさめた後､ 帰路についている途中､ 悲嘆にくれる女性たちに出会う｡〉�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������(���������
ここでは､ 女性たちの中の最年長の女性が代表して､ 自分たちの悲しみを語り､ それを聞いたセシウ

スが ｢哀れ｣ の情をもよおし､ 敵方クレオンと戦い､ 彼女たちの復讐を遂げ､ その悲しみを和らげて

やろうというのである｡ ここは騎士の話でもあることから､ その主題が真正面から語られていて分か

りやすい場面であるが､ この種の悲しみ､ 喜び､ 哀れの情､ 優しさという要素は､ チョーサーのすべ

ての作品で､ 直接､ 間接に､ あるいは文脈の中にひそませて伝えられる｡

そして､ ここで重要なのは､ このような悲しみ､ 哀れの情､ 優しさが語られる詩行全体のトーンを

高めるために､ 上掲の１から５のような言語的､ 表現的工夫が､ 詩行のあちこちでなされているとい

うことである｡

次の������������������の冒頭部分では､ その詩行のトーンを高めるためのさらに多様な言語的､
文体的工夫がなされている｡ チョーサーの代表作であるその悲劇作品は次のように始まる：������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(��������)
ここでは､ 冒頭の１行目から５行目にかけて､ 主語＋動詞＋補語の語順が操作され､ 補語がいきなり

一行目に来ている｡ すなわち､ ���������������������������������(｢トロイルスの二重の悲しみを
語ること｣) という､ この悲劇ロマンスの目的そのものを表わす補語部分が作品のまさに冒頭に置か

れ､ その主語と動詞は､ それから４行遅れて現れる (������������)｡ これから展開される悲劇とし
ての作品の調子をどのように始めようかと考えた詩人が冒頭で行った技法は語順の操作で､ それによっ

て､ 悲劇にふさわしい､ 調子の高い､ 見事な冒頭部分を創り上げている｡

また､ ｢悲しみ｣ を表わす語とその関連語が執拗に繰り返されている｡ 詩行中のゴシック体の語句

がそれであるが､ 最初の二つの連だけで13回も用いられている｡ １から５までの言語的要素で言うと､

２の最上表現要素以外のすべての�������������が用いられていることが分かる｡
このように､ いくつかの例を見ただけでも､ 様々な言語的要素 上で列挙したような､ 大きくは

５種類､ 細かくは15種類の､ 直接的に強意を含む言語的要素から､ 統語的操作､ 修辞的操作など質的

にレベルの異なる言語的要素 が､ チョーサーの詩行の調子を高める機能を果たしていることが分

かる｡ それらを観察､ 分析する視点としては､ 以下のような４点が必要と思われる：

Ⅰ：�������������の種類と頻度
Ⅱ：チョーサーの作品のジャンル別､ 詩形別比較

Ⅲ：同時代のロマンス作品との比較

Ⅳ：フランス語及びイタリア語原典との比較

Ⅴ：文体的操作 (物語の場面でどのように用いられ､ 文体的に機能しているか)

チョーサーの詩行に現れる�������������をこのような視点から観察､ 分析することで､ チョーサーの
詩の言語の一面を明らかにすることが本研究の最終的な目的である｡ それは､ チョーサーの言語の統

語的分析でも､ 意味論的分析でもなく､ また主題的分析でもない｡ それは､ 伝統的な詩の言語研究か

ら見れば､ どちらかと言えば作品における付け足し的な要素 (�������������) の研究と言えるかもし
れない｡ しかし､ それは､ 上で述べたように､ 重要な付け足し的要素であると考えている｡ あえて､

従来の研究領域に入れるとすれば､ 語りの研究の一部となるかもしれない｡ しかし､ 筆者としては､

語りの技法 (������������������) として捉えるというよりも､ むしろ､ チョーサーの言語の持ってい
る ｢情緒性｣ (����������������������) として捉えている｡
例えば､ チョーサーの������������������の�����(全1092行) (����) と､ それとほぼ同じ長さの
ロマンス作品�����(全1035行) を対象に､ 形容詞を強める要素 (１で挙げた1.1～1.5の中の1.1にあ
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たる：���������������������������������) を調べると､ 次のような数値が得られる：
この表から､ 全体としての頻度はほぼ同じであるが､ 各要素の多様性という点から言うと､ チョーサー

の方が種類の広がりがあることが分かる｡

これらの中の一つ ����の現れ方を例に､ その頻度やそれが強める形容詞の種類などを含め､ その
具体的な現れ方を見ると､ そこにも両作品の違い､ それぞれの作品の個性が示唆される｡ 統語的なま

とまりとしてのその現れ方を例示すると以下のようになる：����(��) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(��) �������������������������������������������������������������������(�) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
これらわずかな例を見るだけでも､ 例えば�����では �������������＋ �����の定型的な統語パター
ンが目立つなど､ ����の現れ方の個性の一端がうかがえる｡
また､ これらの強意要素の頻度は両者でほぼ同じであるが､ それらが強めている形容詞の種類は明

らかに違いがある｡ 例えば､ ほぼ同頻度で用いられている ����が強めている形容詞の種類を整理す
ると､ 以下のようになる：�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
形容詞の種類は16種類と17種類でほぼ同じであるが､ ����と結びつく傾向の強い形容詞となると両者
はかなり違っている｡ チョーサーでは､ ������という一種の強意形容詞をさらに ����で強める使用が
目立つのに対し､ �����では､ �����と ���������が多く､ ������は両者ともに多い｡
このような問題は､ 作品の質の良し悪しの問題ではなく､ 13､ 14世紀当時､ 脚韻詩が取り入れられ､

発展させられ､ ある意味チョーサーで完成させられるという､ 中英語期の英詩の発展というパースペ

クティブにおいて考える時に一つの視点を与えてくれる｡
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次の�����の例では､ この����が､ 単純な､ 整然としたパターンで用いられ､ 詩行全体の構図を作っ
ている：������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (�����������)����と形容詞の組み合わせを行末に置きながら､ それが現れる行を全体の構図の軸にした､ 口承ロマ
ンス作品らしい使い方になっていると言える｡ しかも､ 同じ ���＋�����の形を使いながら､ 最初の例
では愛という抽象名詞の真実を強めるのに､ 二番目の例では宝石の美しさを強めるのに､ そして三番

目の例では人物の美しさを強めるのにという配置になっている｡ つまり､ 三つの視点から同じ強意要

素を使って場面を構成している｡ ポイントは､ そのような構図の軸になるのが､ ����という小さな強
意要素だということである｡

以上､ ����の使用の一端を示したが､ 以下､ その他の種類の�������������について､ 今度は､ 種類
や頻度よりもむしろ物語の場面場面でそれらがどのように使われ､ 描写的な機能を果たしている

か つまり､ 上述の視点でいうところの�����に関して いくつか例を挙げる｡

以下の二つの例は､ 強意要素の中の最上級の使用例であるが､ その使い方はある意味あえて単純で､

その単純さの中にチョーサーの文体的操作の意図がうかがえる例である｡ ともに������������������
からの例である｡

まず､ 次の例では､ 恋の力には何
なん

人
ぴと

も抗うことができないという昔からの賢人たちの考えがもっぱ

ら最上級を用いて述べられる (斜体ゴシック部分)：����������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (����������)
強意要素の一つである最上級をあえて単純に連続的に用いることで､ 恋の力がいかに強いものである

かを､ 聴衆､ 読者に感覚させている｡ 多種多様にわたる他の強意語句や表現がほかにも多くあるにも

かかわらず､ あえて最上級のみを用いているところにチョーサーの意図がうかがえる｡

同じく������������������からの次の例も最上級が連続的に用いられ､ 場面の調子を高めている｡
ここでは､ 恋する前と後のトロイルスの変貌ぶりが､ 最上級の連続的な使用でうまく読者に伝えられ

ている｡ それまで恋する人たちを､ ばかげた連中だと徹底的にからかってきたトロイルスが､ クリセ

イダを一目見て恋に落ち､ 彼の友人でもある､ クリセイダの叔父パンダルスとの話の結果､ これまで

の自分を反省して､ まじめに､ 真剣に愛の神に奉仕することを誓ったあと､ そのように変貌した (も

ともとこれが彼本来の姿なのであるが) トロイルスが次のように描かれる：��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (����������)
あえて単純なこの最上級の繰り返しは､ いくらか､ トロイルスの心境の変化の他愛なさを感じさせる

ほどである｡ チョーサーは､ おそらくは生来的に純粋であるトロイルスの心の単純とも思えてしまう

ような変化を､ この単純な最上級の使用で聴衆､ 読者にかすかに感じ取らせようとしているように思

われる｡ それは､ これから展開される悲劇と対照させられる時に微妙な色合いを帯び､ また､ その悲

劇的な結末の必然性までもがこの単純な使用には感じられる｡ ここでも､ この最上級の連続的使用の

中にほかの強意要素を一つも混在させていない点､ その前の例と同じで､ チョーサーの最上級強意要
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素の使用の傾向も見えてくる｡

また､ 次の例では､ ���������������������������が集中的に用いられ､ クリセイダの美しさが強調さ
れている：�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (����������)
この詩行のクリセイダの美しさの強めかたは､ 本作品の基になっているボッカチョの 『恋の虜』 (������������) と比較すると､ その違いがよく分かる｡ チョーサーのこの二つの連に対応するボッカチョ
の連は次の一連のみである：����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (��������)
両者を比較すると､ まず､ ボッカチョの一連に対して､ チョーサーでは二連になっており､ その拡大

の原因の一つはクリセイダの美しさの描写が拡大されているためであることが分かる｡ そして､ 描写

そのものを比較すると､チョーサーの�����������������������������はボッカチョでも����������������������������(���������������������������) となっており､ 天使のようだという､ 形容詞ではある
が､ 一種の������������������に近い強意表現は同じである｡ ところがそれに続くように､ チョーサー
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は ���������������������������と､ 表現法としては続けて������������������を用いているが､ それ
に対応するボッカチョの詩行は ������������������������(���������������������������) となっ
ており､ 強意的������を含んでいない｡ さらに､ 続く詩行はチョーサーでは����������������������������������������������������������������������となっており､ 強意的������の使用が続く｡ この
２行は､ ボッカチョでは��������������������������������(��������������������������������) となっ
ており､ 彼女の美しさよりも彼女の徳性､ 内面的な価値を述べている｡ これから先の物語の進行と､

クリセイダの裏切りという結末を考えると､ 彼女の徳性をここ物語の始まりの方で描くボッカチョの

意図には結末と対照させたアイロニー ｢皮肉｣ が込められていると読むことができる｡ 一方､ この時

点では､ あえて彼女の美しさだけを描く､ しかも������������������という強意描写の手法を用いてま
で描くチョーサーの意図には､ 彼女の内面にはあえて触れないようにしている意図がうかがえ､ チョー

サーは､ 結末との対照から生じる皮肉を､ 彼女の内面描写を避けることであえて抑えているとも読め

る｡

さらに言えば､ ただの美しさの描写にとどまらず､ 最高に近い強意表現を用いているところに､ 単

に皮肉を抑えるというだけでない､ さらに付加的なチョーサーの思いが感じられる｡ それは主人公で

あるトロイルスの性格描写につながっていく思いである｡ 彼女の美しさに完全にとらえられているト

ロイルスの方が､ ここで彼女の内面を讃えるトロイルスよりも､ 彼の純真さというか､ 邪気のなさに

はピッタリくる｡ そしてこの彼の無垢さ､ 純粋さは､ この作品の底を流れる重要なテーマと関わって

くる｡ その純粋さ､ 無垢さから､ 彼は､ 作品中の他の男性人物たちと比べるとどこか頼りなく､ 子供っ

ぽく見える｡ ところが､ そんな彼だけが､ 実は､ この作品で､ 初めから終わりまで心変わりをしない

人物になっている､ ということに物語の最後に気がつく｡ 他の雄々しい登場人物たち､ また世事に長

けた人物たちはみな最終的には心変わりする｡ 一見したところ頼りないトロイルスの心の不変さを指

摘し､ それがこの作品の重要なテーマの一つであることを指摘したのは���������(����) である｡
トロイルスの目にはクリセイダは常に上で挙げたようなこの世のものならぬ美しい女性である｡ 彼

女の美しさが､ 原典であるボッカチョ以上に強調されている理由の一つは､ ���������が指摘する主
題と関わっているのかもしれない｡ 別の言い方をすれば､ ボッカチョはクリセイダの内面性と結末の

彼女の裏切りを対照させ､ 一方､ チョーサーは彼女のこの世のものとも思えないその美しさと結末の

彼女の裏切りを対照させていると言える｡ そのような描き方をどう受け取るかは聴衆に､ また読者に

任されている｡ 二人とも対照的な構図を作っているだけで､ その場ではほかに何も語らない｡

この場面でも示唆されるように､ クリセイダの美しさが����������､�������������������､���������������������������������などのような������������������で描かれていることから､ そこに宗教的な意
味合いを求めることも可能かもしれないが､ それはチョーサー的ではない｡ この人間世界の営み､ そ

こでの喜怒哀楽を描くことで聴衆や読者を楽しませ､ また何かを感じ取らせることこそがチョーサー

の文学である｡ そこに宗教的な意味合いを付与すると､ すべてが一つの着地点で終わってしまう｡ や

はり､ トロイルスには､ クリセイダは ����������､ �������������������､ ���������������������������������と見えるのである｡ それは宗教的な意味というより､ 作品中におけるトロイルスの性格を創
り上げるためであり､ 最終的には���������が指摘するところの､ 彼の存在の意味を創り上げるため
と考えるべきだろう｡

また､ 次の場面では､ そのようなクリセイダの美しさの強調が､ その場面での彼女の素朴なたたず
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まい､ 身のこなし方､ 素振りの ｢控えめさ｣ と対照させられている：������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (����������)
まず最初の連で､ クリセイダの美しさが､ ������������������や最上表現を用いて聴衆に訴えられ､ と
ころが､ 次の連では､ 一変して､ その場での彼女の振る舞いや態度の控え目さが静かなトーンで描か

れる｡ 実はそこにも､ 小さな強意語が目立たないように散りばめられ､ それらの小さな強意語は最初

の連とは反対に彼女の控え目さを密かに訴える役割を果たしている｡ この二つの連の対照的な描写は､

この先の物語の進行で微妙な色合いを帯びていく彼女の全体像を読者に巧みにほのめかしている｡ こ

のような文脈の対照性などにそれこそ ｢密かに｣ クリセイダの人となりを漂わせる｡ まさにこのやり

方が､ チョーサーのやり方であり､ チョーサーの���である｡
チョーサーでは､ �������������がかなり長い行にわたって使用されながら､ 登場人物の微妙な心理

の描き方にまで関わってくることがある｡ クリセイダを見てからというもの､ トロイルスの心の中で

は､ 熱さと冷たさの波が寄せては引き､ 引いては寄せ､ その捉え難い熱情に苦しむ｡ その場面で､ チョー

サーは､ 幾種類かの�������������を全体的な流れの中に溶け込ませ､ 聞く人､ 読む人に､ その波の動
きを伝えている｡ 場面は､ クリセイダに心をとらえられたトロイルスが独白の形で､ 自分の気持ちを

述べる ｢トロイルスの詠歌｣ (��������������) の場面である：������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

隈 元 貞 広54



������������������������������������������������������������������������������������������������������ (����������)
ここでは､ トロイルスの心の中で湧き起っている驚きと疑問の気持ちが､ ��節とそれに呼応する疑問
の投げかけから始まり､ それが行き着いたところで､ ��������������������������������という��������(オクシモロン ｢撞着語法｣) を含んだ呼びかけへと高まり､ 一つの頂点にいたり､ それに

続く連でもう一度 ��節とそれに呼応する疑問の投げかけを入れて､ その流れをおさめ､ 続く二つの
連では軽い強意要素が､ さざ波のように､ 目立たない形で散りばめられ､ 感情の波が微妙に抑えられ

る｡ そして､ そのさざ波が終わった直後の連で､ �������������― ������������������―����������������������という強烈な��������������������が現れ､ それは �����������������������������������������������������������������という､ 動詞を用いた同じく激しい��������������������
へと続き､ 場面が終わっている｡

一方､ ロマンス作品に目を向けると､ そこには､ チョーサーとは質的に異なる､ 感嘆語句の素朴な

使用がしばしば見られる｡ 例えば､ �����の中に次のような例がある｡ 戦いの遠征中に､ 自分の最愛
の妻エマレが､ 自分の母の姦計で国から追放されたことを知ったガリシア王と､ その家臣たちが嘆く

場面であるが､ そこには ���､ �������､ ������などの感嘆語句が連続して用いられ､ 場面の嘆きのトー
ンを創っている：������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

チョーサーの詩行におけるトーンの醸成 55



����������������������������������������������������������������������������� (�����������)
この例などは､ ある意味､ 強意要素の素朴な使用である｡ 場面は大いなる嘆きの場面であるが､ 強意

要素の使い方はシンプルで､ ロマンス作品の､ 別の意味での情緒性を創り上げるものとなっている｡

チョーサーの作品では､ このような感嘆語句一つにしても､ 他の要素やら､ その場面の微妙な雰囲気､

話の流れや展開に応じて､ もっと文脈的､ 相互関係的に使われる｡ あえて単純に使われる時にも､ そ

こには何らかの意図が見え隠れする｡

次の�����の例では､ 感嘆詞 ������には､ きまって祈願的な����節が続いている：
〈母親が書き代えた､ エマレを陥れるための邪悪な､ 偽りの手紙を読んで､ 夫であるガリシア王は嘆

く｡〉 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (�����������)
この種の､ 強意要素を伴うパターン的な統語構造が多く見られるのもまたロマンス作品の特徴である｡

それはもちろんチョーサーにも見られるが､ ロマンス作品での頻度が目立って高い｡ それと､ 同じ統

語パターンでありながら､ その ������以下の内容がチョーサーでは文脈的､ 文体的に利用される｡
以上､ チョーサーとロマンス作品の�������������の使用について､ 最初にあげた分類枠の中のいく

つかに触れながら､ 語句の種類や頻度､ また作品の場面でのそれらの現れ方などを述べたが､ 個別に

分けると15種類にもおよぶそれら�������������は､ 時には単純に､ 単独で､ 連続しながら､ 時には文
脈の中にひそかに潜ませるように､ また時にはいくつかの種類が組み合わされながら､ 緻密な使い方

をされる｡ ロマンス作品では概して素朴なやり方で､ 逆にチョーサーでは微妙で､ 精緻なやり方で作

品に現れると言える｡

最後に､ 今述べたような強意表現要素とはまた質の異なるチョーサーの例として､ ������������������からの例を引用したい｡ 結局は悲劇で終わったこの作品を終えるにあたって､ ギリシャ側と
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の戦いで死を遂げるトロイルスの最後が､ 最後の第５巻 (�����) の終わりの方で次のように語られ
る：������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (�����������)
語順の転倒と語句の首句反復 (��������) という､ ともに詩行の調子を高める働きをする統語的・修
辞的操作から生まれてくるこの場面の調子は､ 聴く人､ 読む人誰でもが即座に感じ取るであろう｡ そ

してそのすぐ後に来る､ 最後の２行の､ それとはまったく対照的な､ 静かで､ つぶやくようなトーン

でその連が終わる｡ そこには､ チョーサーの息遣いまでもが感じられる｡

一方､ ロマンス作品に見られる�������������の使用は比較的シンプルだと述べたが､ それはそれで､
当時の語り詩の持つ素朴な調子を形成する重要な要素であり､ 作者不詳のロマンス作品の口承的な雰

囲気と情緒がそれによって醸成されていて､ 味わい深い｡ このような､ チョーサーと彼とほぼ同時代

の多くのロマンス作品に見られる�������������の使用は､ その多様性を明らかにするためにまずそれ
らの例をすべて収集し､ その種類､ 頻度を示すことが第一であるが､ さらには､ 作品のジャンルによっ

て違いがあるのか､ また､ 詩形による違いはあるのか､ チョーサーとロマンス作品でどのような共通

性､ 相違性があるのか､ また､ ロマンス作品はその製作地域が特定されているものも多くその分布と

の関係はどうなのか､ さらにはイタリア語やフランス語の原典との関係はどうなのか､ などの視点か

ら調査する必要がある｡ 中英語詩が全体的に持っているこのトーンの抑揚形成の問題を明らかにする

ことは､ チョーサー特有の詩行の情緒性の問題､ また彼の詩及び当時の語り詩の持っている語り口調､

口承性の問題とも関わるものである｡ �
(１) チョーサーがイギリスにおけるルネサンスの先駆けとして位置づけられることがあるが､ それは

ひとつにはこのような彼の文学の性質によるものであろう｡ 同時代の他の主だった作家たちの作品

を読むに､ その多くが宗教的､ 説教的､ 教訓的であり､ チョーサーの文学はそれらとは明らかに質

を異にしている｡ 騎士道物語としての一つの枠組みを持つロマンス作品群にしても､ チョーサーの

ような､ 肌に感じられるような､ 人の泣き笑いや哀れみの情緒は描かれない｡ しかし､ ボッカチョ

の������������が������に対する祈願で終わっているのに対し､ チョーサーの������������������はキ
リストに対する祈願で終わり､ また､ 彼の最後の作品である������������������は､ 様々な人間模
様､ 人の喜怒哀楽をまざまざと描きながらも､ 物語の枠組みはカンタベリーの大聖堂への巡礼行で

あり､ その旅を締めくくるのは､ おのおの道中で話を語る一行仲間の中の教区牧師で､ 彼が話す話
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はというと､ 長い長い説教である｡ カンタベリーの大聖堂へ通じる門を目の前にしながらその作品

が終わっているように､ チョーサーは近代という時代の門を目の前にしながら､ その向こうとこち

らの両方に足を置いていたと考えるべきだろう｡ それがチョーサーの情緒である その目は中世

という門の向こう側を見ていたであろうが｡ チョーサーと近代ルネサンスの関係というか､ 近代ル

ネサンスにおけるチョーサーの継承性の問題は､ 英詩の伝統における彼の詩人としての位置づけ､

彼の詩的言語の継承性､ 彼の作品における題材の継承と変容といった視点から論じられるのが主で

あり､ 今述べたような､ 人物の感情性､ 情緒性といった視点からの､ チョーサーの中世性と近代性

の問題はこれまであまり議論されていないように思われる｡ 確かにそれは難しい問題であるが､ 大

変興味深く､ しかも重要な問題である｡

(２) 主義的な偏りと肌が合わず､ ことの分岐点に来ると､ どちらかを選択するのではなく､ どちらを

も含めた情緒やユーモアでそれを包み込む これがチョーサーの情緒であり､ 言ってみれば彼流

の諭しである｡

(３) そのようなチョーサーの言語はシェイクスピアのそれとは異なるものである｡ シェイクスピアの

言語は複雑で､ 論理的､ そしてイメジャリーが溢れ出る｡ しばしばイメジャリーでもって論理が組

み立てられる (山本：1974参照)｡ 言語そのものが､ 複雑で､ かつ微妙な意味合いを出すように､ 考

え尽くされ､ 練り尽くされている｡ 言語そのものの表現力が圧倒的で､ チョーサーのような情緒性

が漂う明澄な言語とは質的に異なっている｡

(４) ������(����)､ �������(����)､ ������(����) は､ チョーサーにおけるそのような ��������������
の要素や聴衆との関係について論じている｡

(５) チョーサーの言語及び表現を情緒的なものとして捉えようとする方向性は､ 桝井迪夫博士が一貫

して目指していた方向性であり､ 桝井博士はそこにチョーサーの言語の本質を見ている｡ 氏の論文

『�������英語の雰囲気』 (1948)､ ���������������������������������(����)､����������������������������(����)､ �����������������������������������������������������(����) 他はその
ようなチョーサーの情緒的言語研究の論考で､ 特に二番目の1958年の論文は､ クリセイデの ｢笑い｣

の中に､ 彼女の心のあや､ そこに潜む神妙かつ微妙な情緒を読み取ろうとする研究で､ まさにチョー

サーの言語の持つ情緒性の本質を捉えようとしている論文である｡ また､ 伊藤弘之博士の視点にも

同様のものがある｡ 18世紀の����������の作品���������������における ����������あるいは ��������������������の表現についての論考 ��������������������������������������������������������������������(����) がそれである｡ このような情緒性を捉えようとする視点というのは､ もちろん欧
米の研究にもあるが､ ある意味日本的な文学言語及び表現の捉え方とも言えるであろう｡

(６) 英語の強意副詞に関して､ �����ら (1985) が分類枠を提供してくれているが､ ただ､ 新たに用い

られている呼称が､ それが示す副詞類にしっくりこないためか､ あまり普及していない｡ �����らは､
チャートで示すと､ 次のような分類をしている：��������������������� ��������� ������������������ �������
つまり､ まず､ 強意の意味を含むすべての副詞類を�����������と呼び､ それらを三つに分ける｡ それ
ら三つのうちの����������というのは､ 従来の法副詞 (����������������������������など) で､���������は､ 従来の強意副詞 (���������������) で､ 三つ目の���������は､いわゆる緩和副詞 (��������������など) である｡ さらに､ ���������(従来の強意副詞���������������) を���������と�������に
分け､ 前者を�������������������など ｢まったく､ すっかり､ 完全に｣ を表す副詞､ 後者を��������
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��������など ｢非常に､ とても､ すごく｣ の意味の､ いわゆる程度強意の副詞としている｡ これでは

分かりにくいため､ 本論文では､ �����らが使っている����������にあたるものを､ ���������������
と呼び､ ���������を��������������������､ �������を������������������と呼ぶことにする｡ ���������
(����) は､ ある同質の副詞群について､ 他の語との共起関係などの調査の必要性およびその成果の
可能性を示唆している (��13)｡

(７) チョーサーの詩行の引用は､ ����������(���)���������������������������������(���������������������������������) による｡ また､ ボッカチョの詩行の引用は､ �����������������(���)�������������������������������(������������������������������������������) による｡���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����)������������������������������������������������������������������������������《��������》��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����)��������������������������������������������������������『英語英文学論文集』 (広島文理科大学英文学研究室
編) ��(����)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����)���������������������������������������������������������������������������������������������������(����)�����������������������������������������������������������������(���)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

桝井迪夫. ｢�������英語の雰囲気｣ 『英文学研究』 (日本英文学会) ���������������(����)������������｢�������の������｣ ������������������(����)�������������｢�������における愛の言語｣ 『英語英文学研究』 (広島大学英文学会) ����(����)�����������
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�｢�������における表現の反復｣ 『広島大学文学部紀要』 ��(����)�������������｢������の響き �������の������������������における����について｣ 『英語青年』 (東京：
研究社) ��(1959)����4-6.�｢チョーサーの�������の情緒的進展｣ 『英語青年』 (東京：研究社) ���10 (1964)����22-23,��31.�｢英語表現史への試みⅠ： 英語の記述的表現論と歴史的表現論 文学テキストを中心にして｣

『広島大学文学部紀要』 ��������(1968)����158-78.
山本忠雄. 『シェイクスピアの言語と表現』 南雲堂. 1974�
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