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第 1 章  序 論  

 

昨 今 ア メ リ カ や イ ギ リ ス の 映 画 や 小 説 な

ど の メ デ ィ ア 媒 体 、 ま た 会 話 に 際 し て も い

わ ゆ る F - w o r d s 、 つ ま り f u c k と い う 言

葉 の 露 出 が 多 い 。 テ レ ビ で 放 送 さ れ る ド キ

ュ メ ン タ リ ー 映 像 や バ ラ エ テ ィ 番 組 で も こ

の f u c k が 使 用 さ れ る こ と が 度 々 見 受 け ら

れ る が 、 そ の 際 は ビ ー プ 音 な ど で 発 音 し た

音 声 が か き 消 さ れ て い る 。 こ の f u c k と い

う 言 葉 を 調 べ て み る と 非 常 に 多 く の 意 味 で

使 わ れ て い る こ と が わ か る 。 例 え ば 「 〜 と

性 行 す る 」 と い う 動 詞 や 「 く そ 」 と い う 感

嘆 詞 な ど が あ り 、 あ る い は t h e を 加 え た

り 、 f u c k i n g の 形 で 用 い る こ と に よ っ て

強 意 の 意 味 を も つ こ と も あ る 。 で は 、 な ぜ

こ の f u c k は そ の よ う な 多 く の 意 味 を 持 つ

よ う に な っ た の か 。 ま た 、 こ れ ら の 意 味 の

元 と な る も の は な ん で あ っ た か 。 本 論 文 で

は 、 こ の 様 な 質 問 に 対 し て 言 語 学 の み な ら
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ず 学 際 的 に 考 察 し て い き 答 え て い き た い 。

こ の 単 語 の 場 合 、 語 源 を 辿 っ て ゆ く と 、

s o u n d  s y m b o l i s m と い う 音 と そ れ が

さ す も の の 関 係 性 が み ら れ 、 音 と 意 味 の 関

係 性 か ら 強 意 の 意 味 へ と 意 味 が 変 成 さ れ 、

多 く の 変 化 を 遂 げ て き た 単 語 で あ る と わ か

る 。  

こ の 論 文 の 構 造 は 以 下 の と お り で あ る 。

２ 章 で f u c k の 語 源 と そ の 文 化 的 背 景 を

O E D を 用 い て 考 察 し 、 語 源 の 裏 に は ど の

よ う な 文 化 的 背 景 が 隠 れ て い る の か に つ い

て 考 察 を 加 え る 。 ３ 章 で は s o u n d  s y m -

b o l i s m に 則 り f u c k の 発 音 が 性 行 為 と

結 び つ き が あ る こ と を 考 察 し 、 ま た 強 意 の

意 味 を f u c k が 持 っ て い る こ と に 着 目 し て

他 の 強 意 の 副 詞 と 共 通 点 が あ る の か を 考 察

す る 。 そ し て ４ 章 に お い て は 文 化 、 語 用 の

二 つ の 観 点 か ら f u c k の 考 察 を 深 め る 。 前

者 で は レ ザ ー イ （ 2 0 1 3 ) の フ ァ ル ス

（ p h a l l u s ) す な わ ち 「 （ 性 的 ） 攻 撃
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性 」 が 男 性 に の み 備 わ っ て い る と い う こ と

か ら 、 男 性 が 権 力 を 握 り 女 性 が 下 の 立 場 に

置 か れ て き た 理 由 を 探 る 。 ま た 語 用 の 観 点

か ら は f u c k の 他 に 元 の 意 味 か ら 離 れ て 強

意 の 意 味 を 持 つ よ う に 変 化 し た 語 を 小 笠 原

（ 2 0 1 3 ） の 強 意 か ら 迅 速 に 意 味 変 化 し た

強 意 副 詞 の 例 を 挙 げ た 上 で 多 く の 意 味 を 持

つ f u c k と い う 言 葉 が こ れ か ら ど の よ う な

変 化 を 遂 げ て い く の か を 推 測 す る 。  
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第 2 章  言 語 学 ・ 記 号 論 的 に 見 た F u c k の

語 源  

 

２ ． １  は じ め に  

こ の 章 で は f u c k の 語 源 に つ い て 考 え た

後 、 こ の 単 語 を 含 め た 英 語 全 体 の 起 源 で あ

る ゲ ル マ ン 語 に 遡 り 、 他 の ゲ ル マ ン 語 に お

い て も 派 生 し た 同 類 の 言 葉 を 挙 げ て 比 較 す

る 。 ま た 、 「 性 行 為 を す る 」 と い う 意 味 を

持 つ こ と か ら キ リ ス ト 教 世 界 で 性 行 為 に つ

い て 問 題 提 起 を し た 後 に 、 ゲ ル マ ン 語 に 見

ら れ る f u c k の 特 徴 に つ い て 言 及 す る 。  

 

２ ． ２  F u c k に つ い て  

F u c k の 語 源 に つ い て は 諸 説 あ る 。 ま ず

頭 字 語 説 で あ り 、 こ れ は 多 く の 英 語 話 者 に

信 じ ら れ て い る 通 説 で あ る 。 1 9 6 7 年 2 月

1 5 日 の T h e  E a s t  V i l l a g e  O t h e r

と い う ニ ュ ー ヨ ー ク の 新 聞 に は F u c k が 最

初 に 使 わ れ た の は 英 国 軍 の 医 療 診 断 文 書 で
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あ る と 書 か れ て い る 。 性 病 に か か っ た 兵 士

は F . U . C . K と い う ス タ ン プ を 診 断 書 に 押

さ れ る 。 こ れ は F o u n d  U n d e r  C a r -

n a l  K n o w l e d g e の 略 で あ る と さ れ 、 ま

た F o r  U n l a w f u l  C a r n a l  

K n o w l e d g e の 略 で あ る と も 言 わ れ て い

る 。 し か し こ れ ら 頭 字 語 は 1 9 3 0 年 代 以 前

に は め っ た に 見 ら れ な い 使 用 語 で あ る

（ S h e i d l o w e r  2 0 0 9 :  8 ） 。 ま た 、  

F o r n i c a t i o n  U n d e r  C o n s e n t  

( C o m m a n d )  o f  t h e  K i n g と い う 説

も あ る と さ れ て い る が 、 こ れ も 先 ほ ど の

1 9 3 0 年 代 以 前 に 見 ら れ な い 頭 字 後 の こ と

を 考 慮 す る と 語 源 と は 言 い 難 い 。 王 室 が 関

連 し て い る と い う こ と は 、 こ の 説 が 生 ま れ

た の は イ ギ リ ス だ と 考 え ら れ る 。 こ れ は

1 9 7 0 年 5 月 刊 行 の 雑 誌 P l a y b o y に 乗

せ ら れ た 記 事 で 、 1 5 世 紀 の ペ ス ト に 対 す

る 人 口 増 加 策 と し て 王 か ら の 姦 淫 命 令 が 下

さ れ た と す る も の で あ る （ 同 書 ： 9 ） 。 し
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か し イ ギ リ ス に お い て ペ ス ト が 最 大 の 被 害

を も た ら し た の は 1 4 世 紀 、 1 3 4 9 年 の 四

月 か ら 五 月 で あ る と 言 わ れ て い る （ 日 野  

1 9 9 0 ： 1 2 6 ） 。 こ の よ う な 食 い 違 い と 口

承 が 不 確 か な も の で あ る と い う こ と か ら 、

f u c k の 語 源 を 頭 字 語 説 に 求 め る の は 厳 し

い 面 が あ る 。 し か し 、 こ れ ら の 説 が 生 ま れ

た 元 を 正 確 に た ど る こ と が で き れ ば 可 能 性

は 十 分 に あ る と 言 え る 。  

英 語 は ゲ ル マ ン 語 で あ る 。 し た が っ て

f u c k の 語 源 を 共 通 の ゲ ル マ ン 語 の 祖 先 に

求 め る こ と が で き る 。 S h e i d l o w e r に よ

る と 、 f u c k の も と と な る 単 語 は 、 祖 ゲ ル

マ ン 語 で 「 打 つ 」 や 「 前 後 に 小 刻 み に 動 か

す 」 と い う 意 味 を 持 つ 動 詞 で あ る 。 こ こ で

着 目 す べ き は 、 こ の 単 語 は 「 f ＋ 短 母 音 ＋

閉 鎖 音 」 と い う 構 造 を 持 つ 。 こ の 性 質 が 何

で あ る か は 、 第 3 章 で 詳 し く 述 べ る が 、 た

と え ば f i d d l e （ 弄 る 、 弄 ぶ ） ,  f i d g e t

（ も じ も じ す る 、 弄 ぶ ） ,  f l i t （ か ろ や
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か に 飛 び 交 う 、 〈 思 い 出 が 〉 去 来 す る ） ,  

f l i p （ は じ く 、 〈 鞭 で 〉 打 つ ） ,  

f l i c k e r （ ぴ く ぴ く 動 く 、 〈 物 を 〉 震 わ

せ る ） ,  f r i g （ ぶ ら ぶ ら と 時 を 過 ご す 、

仕 事 を サ ボ る ） な ど の 単 語 で も 同 様 の 形 態

が み ら れ る （ S h e i d l o w e r  2 0 0 9 ：

9 ） 。  

古 英 語 、 中 期 英 語 に も f u c k の 使 用 が 見

受 け ら れ る と い う 報 告 も あ る 。 C a r l  

D a r l i n g  B u c k が 1 9 4 9 年 に 刊 行 し た

D i c t i o n a r y  o f  S e l e c t e d  S y n o -

n y m s  i n  t h e  P r i n c i p a l  I n d o -

E u r o p e a n  L a n g u a g e s に は J o h n  

l e  F u c k e r と い う 表 記 が あ る 。 お そ ら く

こ れ は プ ラ ン タ ジ ネ ッ ト 朝 第 3 代 イ ン グ ラ

ン ド 王 ジ ョ ン （ J o h n ） （ 在 位 ： 1 1 9 9 -

1 2 1 6 ） の こ と を 指 し て い る と 考 え ら れ

る 。 彼 は フ ラ ン ス の フ ィ リ ッ プ 2 世 と 戦 っ

て ノ ル マ ン デ ィ ー を 失 い （ 1 2 0 4 年 ） 続 い

て 1 2 0 6 年 ま で に フ ラ ン ス 国 内 の イ ギ リ ス
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領 を ほ と ん ど 失 っ た 。 そ の 後 聖 職 者 叙 任 権

を め ぐ っ て イ ン ノ ケ ン テ ィ ウ ス 3 世 と 対

立 、 そ の 後 破 門 さ れ た 。 こ の よ う に 功 績 が

全 く 無 い 、 む し ろ イ ギ リ ス の 愚 か さ を 露 見

さ せ 土 地 も 失 っ た 王 で あ る と い う 認 識 か ら

か 、 欠 地 王 な ど と い う 蔑 称 で 呼 ば れ そ の 後

現 在 の ウ ィ ン ザ ー 朝 に 至 る ま で J o h n と い

う 名 の 王 は 生 ま れ て い な い 。 そ の こ と も 相

ま っ て J o h n  l e  f u c k e r （ 現 在 で い う

な ら ば J o h n  t h e  f u c k e r ） と 呼 ば れ る

の も あ る か も し れ な い と 思 わ れ る 。 し か し

S h e i d l o w e r に よ る と 、 実 際 に こ の よ う

な 表 記 は ど こ に も 見 つ け ら れ ず 、 C a r l  

D a r l i n g  B u c k 自 身 も 出 典 を 記 載 し て

い な い （ S h e i d l o w e r  2 0 0 9 :  9 ） 。 こ

の よ う な 事 実 か ら 、 1 2 世 紀 か ら 1 3 世 紀 の

間 に f u c k は 「 大 ば か 者 」 や 「 く そ っ た

れ 」 な ど と い う 現 在 の 英 語 社 会 で 使 わ れ る

よ う な 意 味 は 持 た ず 、 性 的 な イ メ ー ジ を メ

イ ン と し た 意 味 合 い を 持 つ に す ぎ な か っ た
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と 考 え ら れ る 。 現 在 で は

M o t h e r f u c k e r ,  M u t h a f u k a ,  

y o u  f u c k e r  な ど と い う 使 わ れ 方 に よ り

「 バ カ 野 郎 、 カ ス 、 最 低 な 奴 」 と い っ た 意

味 を 持 つ が 、 こ れ ら は 最 近 に な っ て 生 ま れ

て き た 表 現 で あ る と 考 え る の が 妥 当 で あ

る 。 こ の 結 果 か ら ジ ョ ン 王 は 性 欲 が 強 く 多

く の 女 性 と 夜 を 共 に し て い た と い う こ と

か 、 も し く は 1 9 4 9 年 に 書 か れ た 記 事 に 脚

色 さ れ た 形 で J o h n  l e  f u c k e r と い う

表 記 が さ れ た と い う こ と が 考 え ら れ る 。  

中 期 英 語 が 使 わ れ た 時 代 に お い て 「 性 交

す る 」 と い う 意 味 を 持 ち 使 用 さ れ て い た の

は s w i v e と い う 単 語 で あ っ た 。 し か し 品

が な い と い う 理 由 で 次 第 に 使 用 頻 度 は 少 な

く な っ て い く 。 そ し て s w i v e の 代 わ り に

台 頭 し て き た の が f u c k で あ っ た 。 し か し

こ の 時 代 に お い て こ の 単 語 を 使 用 し た 資 料

を 探 す こ と は 困 難 で あ る 。 理 由 の ひ と つ に

は 、 こ れ を 使 用 す る こ と は 非 常 に タ ブ ー と
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さ れ て い て 中 期 英 語 の 時 代 に は 書 き 言 葉 と

し て は 採 用 さ れ な か っ た と い う の が 挙 げ ら

れ る （ S h e i d l o w e r  2 0 0 9  :  1 0） 。  

シ ェ イ ク ス ピ ア の 時 代 に も f u c k と い う

言 葉 の 存 在 が 認 め ら れ る 記 述 が あ る 。 シ ェ

イ ク ス ピ ア の 作 品 H e n r y  V  ( A c t  Ⅲ ,  

s c e n e Ⅳ )  に お い て 、 キ ャ サ リ ン 妃 が 英

語 の レ ッ ス ン を 受 け て い る 場 面 で あ る 。  

 

( 1 ) K A T H E R I N E ： C o m m e n t  

a p e l l e z - v o u s  l e s  p i e d s  

e t  l a  r o b e ?  [ W h a t  d o  y o u  

c a l l  l e  p i e d  a n d  l a  

r o b e ? ]  

 A L I C E ： D e  f o o t ,  m a d e m e ;  

e t  d e  c o w n .  [ a  F r e n c h  

p r o n u n c i a t i o n  o f  g o w n ;  

t h e s e  E n g l i s h  w o r d s  

s o u n d  l i k e  t h e  F r e n c h  
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w o r d s  f o u r t e  ‘ f u c k ’  a n d  

c o n  ‘ c u n t ’ ] .  

 K A T H E R I N E ： D e  f o o t  e t  d e  

c o w n ?  O  S e i g n e u r  D i e u !  

I l s  s o n t  l e s  m o t s  d e  s o n  

m a u v a i s ,  c o r r u o t i b l e ,  

g r o s ,  e t  i m p u d i q u e !  

[ D e a r  L o r d !  T h o s e  a r e  

b a d - s o u n d i n g  w o r d s ,  

w i c k e d ,  v u l g a r ,  a n d  i n -

d e c e n t ! ]  

  ( S h a k e s p e a r e  H e n r y  V  

A c t Ⅲ : 4 )  

 

最 後 の キ ャ サ リ ン 妃 の 台 詞 に お け る f o o t

が フ ラ ン ス 語 の f o u t r e に 発 音 が 似 て お

り 、 そ の f o u t r e は 英 語 の f u c k に 当 た

る こ と か ら 、 キ ャ サ リ ン 妃 は f u c k と い う

言 葉 を 聞 い た と 勘 違 い し て し ま う 。 同 じ

く 、 c o w n も c u n t と 聞 き 違 う 。 こ の よ う
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に f u c k と c u n t と 聞 こ え た 語 に 対 し て キ

ャ サ リ ン 妃 は 「 不 道 徳 な 、 品 の な い 、 み だ

ら な 言 葉 」 と い う 言 葉 を 発 し て い る こ と か

ら 、 こ の シ ェ イ ク ス ピ ア が 生 き た 時 代 に は

す で に f u c k と い う 言 葉 が 俗 語 と し て 認 識

さ れ て い た こ と が わ か る （ S h e i d l o w e r  

2 0 0 9 :  1 3 ） 。 し か し 、 こ の 劇 に お い て

そ の 言 葉 自 体 が 使 用 さ れ て い な い こ と か ら

こ の 時 代 に お い て は f u c k と い う 言 葉 は 書

き 言 葉 に さ れ ず 、 口 語 で の 使 用 の み が あ っ

た と い う こ と を 暗 に 示 し て い る と い う こ と

に な る 。  

現 在 で は 「 性 交 す る 」 と い う 意 味 で

f u c k の 代 わ り と し て 用 い ら れ る 語 の 一 つ

に s c r e w が 挙 げ ら れ る 。 O E D に よ る と

s c r e w は １ ５ 世 紀 に 入 っ た 後 に 「 性 行 為

を す る （ t o  h a v e  s e x u a l  

i n t e r c o r s e ） 」 と い う 意 味 で 使 用 さ れ

た 例 が （ ２ ） に 示 す よ う に 認 め ら れ る 。  
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( 2 )   T h e  s d .  M r .  B o y d  

s c r e w e d  M r .  L o n g s  M a i d  o f  

C h a r l e s t o w n . （ 1 4 5 1  S u f -

f o l k  C o u n t r y  C o u r t  G e n .  

S e s s i o n s  P e a c e  7  A p r .  

1 4 5 1 ）  

 

ま た 、 s c r e w も f u c k と 同 じ く 「 迷 惑 、

侮 蔑 、 ま た 反 抗 的 な よ そ よ そ し さ を 込 め た

表 現 （ I m p r e c a t i o n s  a n d  e x c l a -

m a t i o n s  e x p r e s s i n g  a n n o y -

a n c e ,  c o n t e m p t ,  o r  d e f i a n t  

i n d i f f e r e n c e ） 」 と し て 使 わ れ る こ と

も あ る の で そ の 最 初 の 使 用 例 を （ ３ ） に 示

す 。 S w i v e と は 違 い s c r e w は 使 わ れ る

頻 度 が 少 な く は な っ て お ら ず 、 映 画 の セ リ

フ 等 に も 用 い ら れ る こ と が あ る 。 だ が 、 こ

れ も 時 代 の 流 れ に よ っ て な く な っ て き て い

る 過 程 の 中 に 我 々 は い る の か も し れ な い 。  
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( 3 )  ‘ S c r e w  t h e  b a l l i s t i c s  

d e p a r t m e n t . . , ’  I  s a i d .  

( H . M c C o y .  K i s s  T o m o r r o w  

G o o d - b y e  i i i . 1 8 8 .  1 9 4 8 )  

 

ア メ リ カ に お い て 初 め て 資 料 で f u c k が

用 い ら れ る の は 1 8 4 6 年 の ミ ズ ー リ 州 で の

最 高 裁 に お い て で あ る 。 こ こ で は 雌 ロ バ と

性 交 を し た 男 性 が そ の 名 誉 棄 損 に 対 し て 起

こ し た 裁 判 の 記 録 で f u c k の 使 用 が 見 受 け

ら れ る 。 こ こ に お い て f u c k は 侮 蔑 語 と し

て 使 わ れ た と い う 記 述 が あ る 。 （ ４ ） が そ

の 使 用 さ れ た 記 述 の 引 用 で あ る 。  

 

( 4 )   T h e  s l a n d e r o u s  c h a r g e  

w a s  c a r n a l  k n o w l e d g e  o f  a  

m a r e ,  a n d  t h e  w o r d  “ f u c k ”  

w a s  u s e d  t o  c o n v e y  t h e  i m -

p u t a t i o n .  A f t e r  t h e  v e r -

d i c t  f o r  t h e  p l a i n t i f f ,  a  
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m o t i o n  m a d e  i n  a r r e s t  o f  

j u d g e m e n t ,  f o r  t h e  r e a s o n  

t h a t  t h e  w o r d  u s e d  t o  c o n -

v e y  t h e  s l a n d e r ,  w a s  

k n o w n  t o  t h e  E n g l i s h  l a n -

g u a g e ,  a n d  w a s  n o t  u n d e r -

s t o o d  b y  t h o s e  w h o m  i t  w a s  

s p o k e n . ( S h e i d l o w e r  

2 0 0 9 : 1 9 ）  

 

現 在 に お い て も f u c k と い う の は メ デ ィ

ア 媒 体 に お い て 使 用 さ れ る 際 、 幾 ば く か の

制 約 を 受 け る 。 ア メ リ カ の テ レ ビ 番 組 で は

た と え ば 、 ド ッ キ リ 企 画 で 騙 さ れ た 女 性 が

F u c k  y o u ! ! （ こ の く そ 野 郎 ！ ） と 叫 ぶ

の で あ る が 、 音 声 に は 自 主 規 制 音 が 施 さ

れ 、 字 幕 に は F x x k  y o u ! ! や F * * *  

y o u ! ! な ど と い っ た 加 工 を さ れ る 。 こ れ

は W h a t  t h e  f u c k ? （ こ れ は い っ た い

何 な ん だ ？ ） と い っ た 強 意 の 意 味 で 用 い ら
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れ る 際 も 同 じ 加 工 を さ れ て い る 。 こ れ ら は

f u c k を 「 性 交 す る 」 や 「 く そ 野 郎 」 と い

っ た 意 味 に か か わ ら ず 、 f u c k と い う そ の

単 語 自 体 に お い て 規 制 し て い る と い う こ と

が わ か る 。 例 え ば セ ッ ク ス 、 ド ラ ッ グ な ど

を 扱 う 映 画 と し て 日 本 で は Ｒ 1 5 に 指 定 さ

れ た 映 画 T E D に お い て 、 台 詞 と し て の

f u c k は 1 1 2 分 の 時 間 内 で 合 計 7 5 件 見 受

け ら れ 、 平 均 し て 1 分 3 0 秒 に 一 回 こ の 単

語 が 使 用 さ れ て い る 。 ド ラ ッ グ や 性 を 扱 っ

た 映 画 で そ れ ほ ど 多 く の 割 合 で f u c k が 使

用 さ れ て い る と い う こ と は 、 こ の 単 語 が い

わ ゆ る 俗 物 と は 話 し が た い 存 在 で あ る と い

う こ と を 物 語 っ て い る の で は な か ろ う か 。

こ の よ う な 映 画 で は 特 に 主 人 公 を 取 り 巻 く

俗 物 、 ラ フ な 言 い 回 し な ど を 表 現 す る た め

に 敢 え て こ の 単 語 を 多 用 し て い る と 考 え ら

れ る 。  

あ る 単 語 の 代 わ り と し て f u c k が 用 い ら

れ る こ と で よ り 一 層 そ の 意 味 が 強 ま る と い
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う こ と も あ る 。 こ の 場 合 で は f u c k は 強 意

の 意 味 と し て 用 い ら れ て お り 、 そ の 反 対 に

こ の 単 語 を 使 わ な い 元 の 形 式 で 使 用 す る こ

と は 比 較 的 フ ォ ー マ ル で あ る と と ら え ら れ

る 。 た と え ば 「 本 当 に お 願 い だ か ら 」 と い

う 意 味 で 用 い ら れ る F o r  G o d ’ s  s a k e

と い う 熟 語 は G o d の 部 分 を f u c k に 置 き

換 え た F o r  f u c k ( ’ s )  s a k e と い う 用

い ら れ 方 を す る こ と も あ る 。 こ れ は ま た 意

味 が 転 じ て 、 「 い い か げ ん に し ろ 」 と い う

意 味 を 持 つ 場 合 も あ る 。  

F u c k の 他 に も 「 性 交 を す る 」 と い う 意

味 を 持 ち 、 ま た 先 ほ ど 述 べ た よ う に f u c k

に 置 き 換 わ る こ と に よ っ て f u c k よ り も い

く ば く か ス タ ン ダ ー ド な 表 現 に な る 単 語 も

あ る 。 S c r e w が そ の 例 で あ り 、 多 く の 場

面 で f u c k の 代 わ り を し て い る こ と が 見 受

け ら れ る 。 た と え ば D o n ’ t  s c r e w  m e  

o v e r . 「 な め ん な よ 、 裏 切 る な よ 、 騙 す な

よ 、 利 用 す る な よ 」 と い う 表 現 は s c r e w
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の 部 分 を f u c k に 置 き 換 え る こ と に よ っ て

D o n ’ t  f u c k  m e  o v e r と な り s c r e w

よ り も よ り 乱 暴 な 言 い 方 で あ る と い う よ う

に と ら え ら れ る 。 他 の 例 で は W h a t  a  

s c r e w  u p . 「 な ん て ド ジ を 踏 ん だ の だ 、

な ん て 馬 鹿 な こ と を し て し ま っ た ん だ 、 な

ん て 役 立 た ず な ん だ 」 と い う 表 現 も

s c r e w を f u c k に 置 き 換 え る の み で

W h a t  a  f u c k  u p . と い う よ う に 用 い ら

れ る こ と も あ る 。  

 

２ ． ３  語 源 が 語 る こ と  

英 語 は 様 々 な 言 語 の 影 響 を 受 け 、 現 在 で

は ロ マ ン ス 語 か ら 派 生 し た フ ラ ン ス 語 の 方

言 と い わ れ る ま で に も と の 形 か ら 大 き く 変

わ っ て き た 言 語 で あ る 。 そ の よ う な 中 で

F u c k は 時 代 、 社 会 と 共 に そ の 意 味 と 使 い

方 を 変 え な が ら 現 在 に 至 る ま で 生 き 残 っ て

き た と 言 え る だ ろ う 。 そ し て 性 交 と 濃 密 に
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か か わ っ て き た 女 性 と 女 性 の 扱 わ れ 方 も 関

係 し て い る 。  

こ こ で f u c k そ の も の を 考 え る 前 に 、 言

葉 そ の も の を 見 つ め る こ と で 見 え て く る 背

景 に も 注 目 し た い 。 例 え ば 、 祖 イ ン ド ・ ヨ

ー ロ ッ パ 語 に お い て w a t e r と い う 単 語 は

（ ５ ） に 示 す よ う に ふ た つ に 分 か れ て い

た 。 （ 5 a ) に お け る w a t e r は 動 的 な 意 味

に お け る 水 で あ り 、 例 え ば 川 の 流 れ や 滝 な

ど の 動 い て い る 水 が こ れ に 当 て は ま る 。 し

か し ( 5 b ) で は 静 的 な 水 と い う 意 味 で あ

り 、 例 え ば 水 た ま り の 水 や 桶 の 中 に 溜 ま っ

て い る 静 止 し て い る 水 を 指 す 。  

 

 W a t e r  

( 5 )  a .  * H a p ʰ -  ‘ w a t e r ,  r i v e r ’  

( a c t i v e ,  

H i t t i t e  h a p -  ‘ s t r e a m ’ ,  

L a t v i a n  u p e  ‘ w a -
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t e r ’ ,  L a t i n  a q u a  ‘ w a -

t e r ’ ,  O l d  E n g -

l i s h  ē a  ‘ r i v e r ’ )  

 b .  * w o r ’ o r t ʰ  ( i n a c t i v e ,  

H i t t i t e  w a t e r ,  O l d  E n g -

l i s h  w æ t e r )  

 

（ 5 b ） に 見 え ら れ る よ う に 、 ゲ ル マ ン 語

で は 水 は 静 的 な も の と み ら れ て き た よ う

だ 。 こ の 差 を 文 化 的 も 含 め た 外 的 要 因 を 中

心 に 考 え る と 、 ゲ ル マ ン 語 を 話 す 人 々 が 住

ん で い た 地 域 は 雨 が 多 く 降 る こ と か ら 水 不

足 の 心 配 が な か っ た 。 つ ま り 、 水 は あ っ て

然 る べ き も の で 特 に 付 加 価 値 の 対 象 で は な

か っ た 。 し か し 、 地 中 海 方 面 に つ い て は 夏

の 乾 季 に 準 ず る 季 節 が あ り 、 雨 が あ ま り 降

ら ず ゲ ル マ ン 語 を 話 す 民 族 と は 対 照 的 に 水

不 足 に 悩 ま さ れ る こ と が 多 か っ た 。 よ っ

て 、 水 の 少 な い 地 域 （ 南 ヨ ー ロ ッ パ ） で

は 、 水 が 貴 重 な も の と さ れ 、 そ れ が 付 加 価
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値 を 与 え る 要 因 と な り 、 結 果 a c t i v e の 形

を 取 ら せ る こ と と な っ た と 考 え ら れ る 。 北

ヨ ー ロ ッ パ は 、 水 に は 何 も 付 加 価 値 を 掛 け

ず 、 単 な る 「 も の 」 と し て み て い た こ と

が 、 i n a c t i v e の 形 か ら 分 か る 。 こ の 例

と 同 様 に f u c k に 関 し て も 同 じ く 語 源 を 辿

る こ と に よ っ て そ の 言 葉 が 持 っ て い る 意 味

を よ り 鮮 明 に 汲 み 取 る こ と が で き 、 ま た 後

述 す る こ と に な る 「 強 意 」 へ の 意 味 変 化 に

つ い て も よ り 深 く 考 え る こ と が で き る 。  

文 化 的 な 側 面 か ら 見 る と 、 一 般 的 に 社 会

に お い て 政 治 や 産 業 な ど の 重 要 な 役 職 に 就

き 世 界 を 動 か し て き た 偉 人 の 多 く は 男 性 で

あ る 。 女 性 は 男 性 に 比 べ て 就 く こ と の で き

る 職 が 少 な く 、 働 く と い う よ り は 良 い 男 性

（ も ち ろ ん 悪 い 男 性 で あ る 可 能 性 も 高 い

が ） と 結 婚 を し て そ の 人 を 一 生 支 え 続 け る

と い う 役 割 が 多 か っ た と 言 え よ う 。 た と え

ば 聖 書 に お い て 女 性 は 男 性 の あ ば ら 骨 か ら

つ く ら れ た の で 男 性 に 比 べ て 劣 等 で あ る と
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い う 考 え 方 が キ リ ス ト 教 社 会 に は 根 付 い て

い た 。 こ の よ う な 男 性 よ り も 女 性 が 劣 っ て

い る と い う 偏 見 が 2 0 0 0 年 も 前 か ら 徐 々 に

形 成 さ れ 、 よ う や く 最 近 に な っ て 男 女 同 権

の 理 解 者 が 増 え て き た と い う の は 驚 く べ き

こ と で あ る 。  

英 語 が 使 わ れ て き た 国 は 主 に イ ギ リ ス と

ア メ リ カ の 二 国 で あ り い ず れ も 先 進 国 と 呼

ば れ る 国 で あ る 。 先 進 国 と 呼 ば れ る 国 に お

い て は 女 性 の 参 政 権 獲 得 が 社 会 的 に 男 性 女

性 双 方 の 権 利 平 等 の 表 向 き の 到 達 点 で あ る

と い う こ と が で き よ う 。 ア メ リ カ で の 例 が

顕 著 で あ る が 参 政 権 が 保 障 さ れ た 後 に は ジ

ェ ン ダ ー の 問 題 が 浮 き 彫 り に な っ て く る 、

と 考 え ら れ る 。 そ れ ぞ れ の 国 の 女 性 は ど の

よ う に 参 政 権 を 獲 得 し て き た の で あ ろ う

か 。  

イ ギ リ ス に お い て 女 性 が 男 性 と 同 じ 職 に

就 き 、 教 育 を 受 け る こ と が 保 障 さ れ る よ う

に な っ た の は 1 9 7 5 年 の 性 差 別 法 （ T h e  
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S e x  D i s c r i m i n a t i o n  A c t ） 成 立 か

ら と い う こ と が で き よ う 。 1 5 5 3 年 に

M a r y  T u d o r が イ ギ リ ス 女 王 と な り 初 め

て イ ン グ ラ ン ド を 統 治 し て か ら 約 4 0 0 年 も

の 間 男 性 と 女 性 の 権 利 を め ぐ る 闘 争 が 続 い

て い た の で あ る 。 そ れ ま で の 女 性 は 、 日 本

で も 同 じ こ と が 言 え る の で あ る が 、 家 庭 を

守 り 、 男 性 は 外 で 働 く と い う 光 景 が 一 種 の

望 ま し い 生 活 の 在 り 方 と し て 存 在 し て い

た 。 こ う し た 同 等 の 権 利 を 望 む 運 動 は

1 9 1 5 年 を 過 ぎ た あ た り か ら 活 発 に な っ て

く る が 、 理 由 の 一 つ と し て は 世 界 大 戦 の 終

結 （ イ ギ リ ス で は 第 一 次 世 界 大 戦 の ほ う が

大 き な 被 害 を こ う む っ て い る ） が 挙 げ ら れ

る 。 ベ ル サ イ ユ 条 約 と 同 じ 1 9 1 9 年 に 施 行

さ れ た S e x  D i s q u a l i f i c a t i o n  

A c t  は 女 性 が 弁 護 士 、 獣 医 、 公 務 員 に な

る こ と を 許 可 し 、 女 性 社 会 の 発 展 に 大 き く

貢 献 し た と 言 え る 。  
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ア メ リ カ に お い て 女 性 解 放 運 動 は 1 8 4 8

年 に 行 わ れ た 女 性 の 権 利 獲 得 の た め の 会 議

で あ る S e n e c a  F a l l s  C o n f e r e n c e

か ら 始 ま っ た と 言 え よ う 。 そ の 後 の 女 性 の

権 利 を め ぐ る 運 動 の 源 流 を た ど れ ば 歴 史 的

に 有 名 な 奴 隷 解 放 運 動 と 禁 酒 運 動 を 挙 げ る

こ と が で き る 。 1 8 4 8 年 、 ア メ リ カ 合 衆 国

ニ ュ ー ヨ ー ク 州 の セ ネ カ ・ フ ォ ー ル ズ と い

う 町 で 開 か れ た 通 称 セ ネ カ ・ フ ォ ー ル ズ 会

議 で は 初 め て 女 性 の 権 利 獲 得 に つ い て 話 し

合 わ れ た 。 こ こ で は 奴 隷 解 放 運 動 家 、 禁 酒

運 動 家 な ど を 含 め た 人 々 が 集 ま り 、 奴 隷 廃

止 運 動 の 中 で 女 性 と し て の 差 別 を 体 験 し た

L u c r e t i a  C .  M o t t と E l i z a b e t h  

C .  S t a n t o n が 発 案 者 と な っ て 開 か れ

た 。 そ の 後 第 一 次 世 界 大 戦 で 女 性 が 活 躍 し

た と い う こ と も あ り 、 1 9 2 0 年 に 修 正 憲 法

1 9 条 が 発 効 さ れ 、 女 性 に も 参 政 権 が 付 与

さ れ た 。  
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こ う し た 女 性 解 放 に 至 る ま で の 間 、

F u c k と い う 言 葉 は 女 性 と か か わ り な が ら

そ の 意 味 を 変 え て き た に 違 い な い 。 ゲ ル マ

ン 語 の 「 打 つ 」 「 前 後 に 小 刻 み に 動 か す 」

と い う 語 源 か ら 、 F u c k は 歴 史 を そ の 意 味

に 組 み 込 ん で き た と 言 え る だ ろ う 。  

ま た 「 性 行 為 」 と f u c k は 大 き く 関 係 し

て い る こ と か ら 、 こ の 単 語 の 使 わ れ 方 の 変

化 を 見 る こ と に よ っ て 、 社 会 の 「 性 行 為 」

に 対 す る 見 方 も 受 け 取 る こ と が で き る の で

は な か ろ う か 。 性 行 為 は 人 間 の 三 大 欲 求 、

食 欲 ・ 睡 眠 欲 ・ 性 欲 の う ち の ひ と つ を 満 た

す 行 為 で あ り 、 そ れ が な け れ ば 我 々 は 今 ま

で 生 き 残 っ て く る こ と は で き な か っ た で あ

ろ う 。 ま た 、 旧 約 聖 書 に お い て 性 欲 を 満 た

し て く れ る 娼 婦 が 世 界 最 古 の 職 業 と さ れ て

い る こ と か ら 、 「 性 行 為 」 は 人 類 の 歴 史 の

中 で 大 き な 役 割 を 担 っ て き た 。 キ リ ス ト 教

世 界 で は 生 殖 と し て の 性 行 為 以 外 を 罪 悪 視

し 、 カ ト リ ッ ク で は 神 父 の 生 殖 行 為 を 禁 じ
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て い る 。 こ の よ う な 社 会 の 考 え 方 を f u c k

は ど の よ う に そ の 意 味 に 反 映 さ せ て い る の

だ ろ う か 。  

 

２ ． ４  ゲ ル マ ン 語 に 見 ら れ る F u c k の 特

徴  

ゲ ル マ ン 語 に お け る f u c k の 語 源 は 先 ほ

ど 述 べ た 通 り 、 「 打 つ 」 「 前 後 に 小 刻 み に

動 か す 」 と い う 意 味 を 持 つ 単 語 で あ る 。 ま

た オ ラ ン ダ 語 で は f i k k e n （ 燃 え る ） 、 ド

イ ツ 語 で は f i c k e n （ f u c k と 同 じ 意 味 ）

な ど と い っ た 他 の ゲ ル マ ン 語 に も 同 じ 表 現

が 見 受 け ら れ る 。 オ ラ ン ダ 語 の f i k k e n

「 燃 え る 」 は お そ ら く 「 摩 擦 に よ っ て 生 じ

た 炎 」 か ら 「 燃 え る 」 と い う よ う に 意 味 が

転 移 し た と 考 え ら れ る 。 英 語 と 同 様 に 、 ド

イ ツ 語 の f i c k e n は f u c k と 同 じ く 「 性

交 す る 」 と い う 意 味 が あ り ド イ ツ 語 圏 で も

公 衆 で 使 用 す る に は あ ま り 相 応 し く な い 単

語 と し て と ら え ら れ て い る 。 人 を 侮 蔑 す る
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際 に 用 い ら れ る 語 は S c e i s s e で あ り 、 英

語 で は s h i t だ が 、 f u c k と 同 じ 意 味 を 持

つ と と ら え ら れ て い る 。 O E D に よ る と オ

ラ ン ダ 語 の f o k k e n と も 同 起 源 で あ る と

考 え ら れ て お り 、 こ の 言 葉 は 年 を 経 る ご と

に 意 味 を 増 し て い く 。 す な わ ち 「 〈 人 を 〉

嘲 る 」 （ 1 5 世 紀 ） 、 「 〜 を 打 つ （ ＝

s t r i k e ） 」 （ 1 5 9 1 ） 、 「 〈 人 を 〉 馬 鹿

に す る 」 （ 1 6 2 3 ） 、 「 子 供 の 父 親 と な

る 」 （ 1 6 3 7 ） 、 「 〜 と 性 行 す る 」

（ 1 6 5 7 ） 、 「 〜 を 養 う 」 （ 1 7 7 2 ） で あ

る 。 （ 「 」 内 は 意 味 、 （ ） 内 は そ れ ぞ れ の

意 味 で の 使 用 が 見 受 け ら れ た 年 を さ す ） 他

に も ノ ル ウ ェ ー 語 の 「 〜 と 交 尾 す る 」 と い

う 意 味 を も つ f u c c a や ス ウ ェ ー デ ン の 地

方 で 使 わ れ る f o k k a 「 〜 と 交 尾 す る 」 と

も 関 連 が あ る と さ れ て い る 。 こ れ ら の 例 に

共 通 し て い る の が 、 こ の 単 語 は 「 性 行 為 」

と 「 侮 蔑 」 と い う 二 面 性 を 持 ち 合 わ せ て い

る 。 こ の こ と か ら ゲ ル マ ン 語 世 界 で は 「 性
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行 為 」 が 侮 蔑 に 値 す る 行 為 で あ っ た と い う

こ と が で き る の で は な か ろ う か 。 性 行 為 は

も と よ り 人 の 目 に 触 れ ら れ な い と こ ろ で す

る 行 為 で あ っ て 、 口 に 出 す こ と は 禁 忌 と さ

れ て き た の で 侮 蔑 の 言 葉 と し て も 用 い ら れ

る よ う に な っ た の で は な い か と 考 察 が で き

る 。  

 

２ ． ５  ま と め  

 こ こ ま で は f u c k の 語 源 を ゲ ル マ ン 語 ま

で 遡 り 、 他 の 派 生 語 と 比 較 し て 語 源 に つ い

て 考 え た 上 で 、 そ れ ら に は 「 f ＋ 短 母 音 ＋

破 裂 音 」 と い う 構 造 を 持 っ て い る こ と に つ

い て 触 れ た 。 そ し て 語 源 に 隠 れ た 背 景 を 史

実 か ら 考 察 を 深 め た 上 で 宗 教 、 特 に キ リ ス

ト 教 と も 繋 が り が あ る こ と を 述 べ た 。 こ れ

ら の 理 解 を さ ら に 深 め る た め に 次 章 で は

S o u n d  s y m b o l i s m と い う 考 え を 用 い

て f u c k の 考 察 を し て い く 。  
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第 3 章  S o u n d  S y m b o l i s m  

 

３ ． １  は じ め に  

 こ の 章 で は S o u n d  s y m b o l i s m と い

う 考 え を 用 い て f u c k に ど の よ う な 意 味 が

含 ま れ て い る の か を 考 察 す る 。 3 . 2 で も 説

明 す る が 、 S o u n d  s y m b o l i s m と は 人

間 の 認 知 能 力 の 中 に 特 定 の 音 と 特 定 の イ メ

ー ジ を 結 び つ け る 機 能 が あ る と い う 考 え で

あ る 。 こ の 考 え に f u c k を 適 用 し た 後 に 、

f u c k に は ど の よ う な i c o n i c i t y が 隠 れ

て い る の か に つ い て 考 え る 。 そ し て こ の 章

の 最 後 で は f u c k の 強 意 の 意 味 に 注 目 し

て 、 他 の 強 意 の 副 詞 と の 比 較 を す る こ と に

よ っ て 、 f u c k に も 強 意 の 副 詞 と 同 じ 構 造

が 見 ら れ る こ と に つ い て 述 べ る 。  

 

３ ． ２  S o u n d  s y m b o l i s m と は  

S o u n d  S y m b o l i s m は 特 定 の 音 が 特

定 の イ メ ー ジ を 想 起 さ せ る と い う 過 程 が あ
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ら か じ め 人 間 の 認 知 能 力 の 中 に イ ン プ ッ ト

さ れ て い る と い う 考 え で あ る 。 す な わ ち 、

音 の パ タ ー ン と そ れ に よ り 想 起 さ れ る イ メ

ー ジ の 間 に は 偶 然 で は な い あ る 一 定 の 結 び

つ き が あ る 。 た と え ば 、 ア メ リ カ の 自 動 車

会 社 D o d g e 社 は 商 品 の 一 つ で あ る 自 動 車

の 名 前 を  C a r a v a n  と し た 。 こ れ は 「 冒

険 」 や 「 長 旅 」 と い っ た イ メ ー ジ を 想 起 さ

せ る も の で あ る と 同 時 に V a n と い う 車 種

の 名 前 に も ひ っ か け て あ る （ V a n と い う 名

称 も 実 は 元 々 c a r a v a n を 短 縮 し た も の で

あ る が 、 そ の 語 尾 を も じ っ た の で あ る と い

う 認 識 が な さ れ て い る こ と が 多 い ） 。 こ の

よ う に 我 々 は 発 生 す る 音 と 言 葉 の 持 つ イ メ

ー ジ を 結 び つ け て 考 え て い る 。  

特 定 の 音 か ら 特 定 の イ メ ー ジ を 想 起 す る

こ と は 身 近 な 現 象 で も よ く あ る こ と で あ ろ

う 。 た と え ば 「 ジ グ ザ グ 」 「 カ ク カ ク 」 な

ど の 言 葉 と 「 ふ わ ふ わ 」 「 ほ こ ほ こ 」 な ど

の 擬 音 言 葉 の 対 比 で は 、 前 者 は 突 き 刺 さ る
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よ う な イ メ ー ジ を 抱 く が 、 後 者 に 対 し て は

包 み 込 む よ う な イ メ ー ジ を 持 つ 。 こ の よ う

な 現 象 は 日 本 語 だ け で な く 、 意 味 の な い 音

の つ な が り で も 見 ら れ る 。 こ の 関 係 を 初 め

て 科 学 的 に 立 証 し た 研 究 で 、

B o u b a / k i k i  e f f e c t  ( K ö h l e r  

1 9 6 9 )  に 示 さ れ て い る 。 こ の 効 果 は 次 の

よ う な も の で あ る 。 こ の 実 験 の 参 加 者 は ま

ず 星 形 の 様 な 鋭 い 形 を し た 図 （ 図 1 A ） と

丸 々 と し た 図 （ 図 1 B ） を 見 せ ら れ る 。 そ

れ ぞ れ の 図 形 に は 名 前 が 付 け ら れ て お ら

ず 、 参 加 者 は 「 こ れ ら の ど ち ら か が

b o u b a で も う 片 方 が k i k i で あ る 」 と い

う 旨 を 告 げ ら れ る 。 ク ー ラ ー が 行 っ た 実 験

で は ス ペ イ ン 語 を 主 に 話 す 人 々 を 対 象 に 行

わ れ た が 、 そ の 後 の R a m a c h a n d r a n に

よ る 実 験 で は 特 定 の 言 語 に か か わ ら ず 多 く

の 参 加 者 は 図 1 A を k i k i 、 図 1 B を

b o u b a と 答 え た  ( R a m a c h a n d r a n  &  

H u b b a r d  2 0 0 1 ) 。 こ の 場 合 / k / と / i /
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と い う 音 が 発 音 さ れ る 時 に 「 鋭 利 な 」 イ メ

ー ジ を 抱 き 、 ま た 同 時 に b o u b a の 場 合

/ u / を 発 音 す る 際 に 下 が 丸 く な り そ こ を 通

る 声 と 空 気 が 「 柔 ら か な 」 ま た は 「 滑 ら か

な 」 イ メ ー ジ を 想 起 さ せ る か ら で は な い か

と 考 え ら れ て い る  （ R a m a c h a n d r a n  

a n d  H u b b a r d  2 0 0 1） 。 こ の 実 験 よ り

発 音 さ れ る 音 素 そ の も の と そ の 音 の さ す イ

メ ー ジ は 関 係 性 が あ る こ と が わ か る 。  

 

図 1  b o u b a / k i k i  e f f e c t  

 

ま た 、 J o h a n s s o n  &  Z l a t e v  

( 2 0 1 3 )  に よ る と 発 音 さ れ る 母 音 と 話 者

が 指 す 対 象 物 の 大 き さ が 関 係 し あ っ て い る

と い う 。  話 者 の 観 点 か ら 、 口 腔 上 部 と 舌 が

近 い 時 （ 例 え ば / i / や / u / の 発 音 時 ） に は
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口 腔 内 の 空 間 が 小 さ く な り 、 し た が っ て 通

る 空 気 の 量 も 少 な く な る 。 ま た 同 様 に 口 腔

上 部 と 舌 の 距 離 が 大 き い 時 （ 例 え ば / a / の

発 音 時 ） に は 口 腔 内 の 空 間 が 大 き く な る こ

と に よ り 、 そ こ を 通 る 空 気 の 量 も 大 き く な

る 。 こ の よ う な 触 覚 で 感 じ 取 っ た 大 小 は そ

れ と 呼 応 し た 聴 覚 （ 主 に 母 音 ） と 結 び つ

く 。 ま た 一 方 で は 「 大 き さ 」 と 「 距 離 」 も

結 び つ き 、 「 小 さ い 」 は 「 近 い （ ＝ 距 離 が

少 な い ） 」 、 「 大 き い 」 は 「 遠 い （ ＝ 距 離

が 多 い ） 」 と い う 象 徴 的 な 意 味 も 帯 び る

( J o h a n s s o n  &  Z l a t e v  2 0 1 3 )。       

 

 

図 ２  閉 じ た 母 音 （ 左 ） と 開 い た 母 音

（ 右 ） を 発 声 し て い る 時 の 口 内 の 空 間
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（ J o h a n s s o n  a n d  Z l a t e v  

2 0 1 3 ）  

 

ま た 、 西 ア フ リ カ で 話 さ れ て い る 公 用 語

の ひ と つ で あ る チ ャ ド 語 属 の ハ ウ ザ 語 で も

同 じ 事 例 が 見 ら れ る 。 こ の ハ ウ ザ 語 で は 母

音 で は な く 子 音 を 発 音 す る 際 の 口 内 の 距 離

が 、 示 さ れ る も の と の 距 離 を 表 し て い る 。

つ ま り 、 対 話 者 の 近 く に い る も の を 指 し 示

す と き は 歯 茎 鼻 音 で あ る / k / が 使 用 さ れ 、

遠 く に あ る も の を 指 し 示 す と き は 軟 口 蓋 破

裂 音 で あ る / n / が 使 用 さ れ る 。 鼻 音 を 発 音

す る 際 の 口 内 の 大 き さ が 小 さ く な っ て い る

の に 対 し て 軟 口 蓋 破 裂 音 の 際 に は 口 内 の ス

ペ ー ス が 大 き く な っ て い る こ と に 対 応 し て

い る と 考 え ら れ る （ I k e g a m i  a n d  

Z l a t e v  2 0 0 7 ） 。  

か な り 例 外 的 で あ る が 、 こ の 大 小 が 逆 に

な る 例 も あ る 。 例 え ば グ ル ジ ア 語 に お い て

は დ ი დ ი  / d i d i / と い う 言 葉 は / i / と い
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う 発 音 と は 逆 に 「 大 き い 」 と い う 意 味 を 持

ち 、 ま た პ ა ტ ა რ ა  / p a t a r a / は み っ つ

/ a / を 持 っ て い る に も か か わ ら ず 「 小 さ

い 」 と い う 意 味 を 持 っ て い る

（ J o h a n s s o n  2 0 1 1 ） 。 似 た 例 と し

て 、 ソ マ リ ア 語 の 指 示 代 名 詞 で は 、 高 前 舌

母 音 / o / が 遠 く の も の を 表 す と き に 用 い ら

れ 、 低 後 舌 母 音 / a / が 近 く の も の を 表 す と

き に 用 い ら れ る と い う 例 が あ る 。 英 語 の

t h i s と t h a t と い っ た よ う に 近 く の も の

に 対 し て は / i / 、 そ し て 遠 く の も の に 対 し

て は / a / を 用 い る パ タ ー ン が 世 界 の 言 語 で

は 大 半 を 占 め る が 、 こ の よ う な 逆 転 す る 形

式 の こ と を c o u n t e r  s y m b o l i s m と 呼

ぶ （ T o y o t a  2 0 1 7 ) 。 T o y o t a  

( 2 0 1 7 ） で は 、 こ れ は 対 象 物 と の 距 離 で

は な く 、 そ の 物 が ど の よ う に 見 え る か を 指

し て い る と 論 じ て い る 。 つ ま り 、 / i / な ど

で あ ら わ さ れ る 近 い 距 離 で 物 を 見 る と 大 き

く 見 え 、 / a / な ど で 示 さ れ る も の は 遠 く に



36 

見 え 小 さ く 見 え る 。 よ っ て 、 例 外 的 に

s o u n d  s y m b o l i s m に よ っ て あ ら わ さ

れ る も の は 、 距 離 で は な く 対 象 物 の サ イ ズ

の 場 合 も 見 受 け ら れ る 。  

こ こ ま で 見 て き た 通 り 、 s o u n d  s y m -

b o l i s m は 言 葉 の 発 音 が 実 際 に 指 し 示 す も

の と 密 接 な 関 係 に あ る 、 と い う も の で あ っ

た 。 で は こ れ を f u c k に 用 い る と ど の よ う

な 推 論 が で き る か を 考 え る 。  

F u c k と い う 単 語 を 発 声 す る た め に は 、

ま ず / f / の 発 音 が 必 要 と な る 。 こ の / f / は

無 声 の 摩 擦 音 で あ り 、 口 腔 内 の 歯 茎 蓋 前 方

で 呼 気 の 通 り 道 を 狭 く し て 、 そ の 狭 い と こ

ろ か ら 呼 気 を 押 し 出 し て 発 音 す る 。 ま た 、

最 後 の / k / は 無 声 の 閉 鎖 音 で あ る 。 こ れ は

破 裂 音 と も 呼 ば れ 、 口 腔 内 の あ る 部 分 で 呼

気 の 流 れ を い っ た ん 止 め て か ら 急 に 開 き 破

裂 す る よ う に 発 音 す る （ 長 谷 川  2 0 1 4 ：

6 1 ） 。 こ の / f / と / k / の 繰 り 返 し 、 つ ま り

摩 擦 音 と 閉 鎖 音 の 繰 り 返 し は 性 行 為 の 一 連
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の 動 作 を 表 し て い る の で は な か ろ う か 。 つ

ま り 、 性 行 為 は 男 性 器 と 女 性 器 の 小 刻 み な

往 復 運 動 、 つ ま り 摩 擦 に よ り 成 り 立 っ て い

る 。 身 振 り 手 振 り と 口 の 動 き を 関 連 さ せ る

と 記 号 論 的 に f u c k の 語 源 を 性 交 に 帰 す る

こ と が で き よ う 。  

そ し て 、 f u c k の 母 音 は / ʌ / で あ る 。

/ ʌ / と い う の は 中 舌 母 音 で あ り 、 低 母 音 で

あ る 。 つ ま り 舌 の 中 央 部 が 最 も 高 く な る の

と 同 時 に 舌 の 最 高 点 最 も 低 く 口 が 大 き く 開

い た 状 態 で 発 声 さ れ る 母 音 で あ る 。 中 舌 母

音 は 他 の 前 舌 母 音 や 後 舌 母 音 と 違 い 舌 が 口

腔 の 前 よ り で も 奥 に 引 っ 込 み も し て お ら ず

ニ ュ ー ト ラ ル な 状 態 で 発 声 さ れ る の で 比 較

的 す ぐ に 発 音 し や す い と い う こ と が で き

る 。 咄 嗟 の 音 と い う の は / a / や / ə / で あ

り 、 こ れ ら は く し ゃ み や 驚 い た と き な ど に

出 や す い 音 と い う こ と が で き る 。 つ ま り  

f u c k  は 「 摩 擦 」 、 「 閉 鎖 」 こ れ ら ふ た つ

の キ ー ワ ー ド よ り 成 り 立 っ て い る 。  / f /
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と / k / は 「 摩 擦 」 と 「 閉 鎖 」 を 体 現 し て お

り 、 こ れ は 「 性 行 為 」 の 「 小 刻 み な 前 後 運

動 」 の 一 連 の 動 作 の 一 部 分 を 区 切 っ た も の

で あ る と い う こ と が で き よ う 。 つ ま り

/ f ʌ k / と い う 発 音 に は 性 行 為 そ の も の が 隠

さ れ て お り 、 性 行 為 を 主 軸 と し て こ の 語 は

使 わ れ て い る と い う こ と が こ こ か ら わ か

る 。  

こ こ ま で 見 て 来 た よ う に f u c k と い う 語

を 発 す る た め に は 「 摩 擦 音 」 と / ʌ / 、 そ し

て 「 閉 鎖 音 」 と い う 3 つ の プ ロ セ ス を 経 る

こ と に な る 。 「 摩 擦 音 」 を 発 す る た め に

我 々 は 上 方 の 歯 を し た 唇 に 当 て て 準 備 す

る 。 そ し て / ʌ / を 発 声 す る た め に 口 を 大 き

く 開 け た 直 後 に 、 閉 鎖 音 で あ る / k / を 出 す

た め に 口 腔 内 で 呼 気 の 流 れ を い っ た ん 止 め

て か ら 急 に 開 き 破 裂 す る よ う に 発 音 す る 。

こ う し た 空 気 を 一 気 に 出 し 、 途 端 に 止 め る

と い う 動 作 の 中 で の 空 気 の 急 な 流 れ が 「 強

い 」 と い う こ と か ら 「 強 意 」 の 意 味 に 転 じ
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て い っ た の で は な い か と 考 え ら れ る 。 こ れ

は セ ク シ ョ ン ３ ． ３ に お い て 詳 し く 述 べ る

こ と に す る 。  

 

３ ． ３  F u c k に 見 ら れ る i c o n i c i t y  

英 語 に は 似 た よ う な ア ル フ ァ ベ ッ ト の 並

び 方 を し て お り 、 あ る 特 定 の イ メ ー ジ を 想

起 さ せ る 語 が 多 く 見 受 け ら れ る 。 た と え ば

g l - と い う 形 態 を 持 つ 単 語 に は 「 光 、 見 え

る も の 」 と い う 意 味 が 共 通 し て い る 。

G l i m m e r （ ち ら ち ら す る 光 ） ,  

g l i s t e n （ ぴ か ぴ か 光 る ） ,  g l i t t e r

（ き ら め く ） ,  g l e a m （ か す か な 光 ） ,  

g l o w （ 光 ） ,  g l i n t （ き ら き ら 光 る ） な

ど で あ る 。 こ れ ら の 他 に も s n - （ 目 や 鼻 に

関 連 ： s n e e z e ,  s n o u t ,  s n o r e な

ど ） ,  s l - （ 軽 蔑 的 な 語 に 関 連 ： s l a c k ,  

s l o w ,  s l u t な ど ） ,  b l - （ 異 常 な ほ ど

に 広 が る も の に 関 連 ： b u l k ,  b a l -

l o o n ,  b l i p な ど ） が あ り 、 こ れ ら は 象
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徴 素 と 呼 ば れ る 。 ま た こ こ か ら f u c k に 関

し て 、 そ の 言 葉 を 通 し て 意 味 を 発 生 さ せ る

s i g n i f i e r 、 そ し て そ れ を 通 し て 指 し 示

さ れ る 意 味 を s i g n i f i e d と 呼 ぶ こ と に す

る 。  

f u c k に 関 し て い う な ら ば 、 先 ほ ど 述 べ

た 「 f ＋ 短 母 音 ＋ 閉 鎖 音 」 と い う 構 造 が 象

徴 素 と い う こ と が で き る 。 他 に も f l i c k

（ 軽 く 打 つ ） や f r i g （ 性 交 す る ） 、 そ し

て ド イ ツ 語 に お い て は f i c k e n が こ の 法 則

に 当 て は ま る 。 こ れ ら は す べ て ゲ ル マ ン 語

の 語 源 、 「 打 つ 」 「 前 後 に 小 刻 み に 動 か

す 」 と い う 動 作 に 関 連 し て い る と 考 え ら れ

る 。  

F u c k の 動 詞 と し て の 意 味 は “ t o  h a v e  

s e x u a l  i n t e r c o u r s e  w i t h ” 、 ま た

形 容 詞 と し て の f u c k i n g は “ A s  a  

m e r e  i n t e n s i v e ” と あ る ( O n l i n e  

E t y m o l o g y  D i c t i o n a r y ) 。 ま ず 動

詞 の 意 味 に つ い て 見 る と 、 た と え ば D i d  
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y o u  f u c k  h e r ? 「 昨 日 彼 女 と や っ た

の ？ 」 と い う 使 わ れ 方 を す る （ M a d s a k i  

2 0 1 5 :  1 8 ） 。 こ の 表 現 を f u c k の 代 わ

り に s c r e w を 使 っ た D i d  y o u  s c r e w  

h e r ?  ,  W a s  s h e  a  g o o d  s c r e w ? 

も あ り 、 い ず れ も 「 性 交 」 を 指 し て い る こ

と が わ か る 。 こ れ ら の 用 法 で 使 わ れ る

f u c k に 関 し て は ほ と ん ど の 場 合 で

s c r e w の 代 わ り を な し て い る 場 合 が 多

い 。  

次 に 感 嘆 詞 “ u s e d  w h e n  y o u  a r e  

v e r y  a n n o y e d  a b o u t  s o m e -

t h i n g ” に つ い て の 使 用 例 を 見 る 。 F u c k

と い う 語 を そ の ま ま 使 用 し F u c k ! と 言 う

だ け で 「 ち っ / な ん だ よ 」 と い う 怒 り や 痛

み を 表 す 時 に 用 い ら れ る 。 他 に も

m o t h e r f u c k e r （ 元 々 は マ ザ コ ン と い

う 意 味 で あ っ た が 転 じ て 「 バ カ 野 郎 、 カ

ス 」 と い う 意 味 に な っ た 。 ） や 命 令 形 に し

て 使 用 す る こ と に よ っ て F u c k  y o u ! （ バ
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カ 野 郎 、 く た ば れ ） な ど と い う 使 用 例 が あ

る 。 こ の 場 合 で は 主 に ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 の

s i g n i f i e d が 見 受 け ら れ る 。  

最 後 に 強 意 “  u s e d  t o  e m p h a s i z e  

w h a t  y o u  a r e  s a y i n g ” の 場 合 に お

い て の 使 用 例 を 見 る 。 H e  o r g a n i z e s  

t o o  f u c k i n g  m u c h と い う 例 文 は 「 彼

は 超 き れ い 好 き 過 ぎ る 」 と い う よ う に 訳 さ

れ て い る の で あ る が 、 こ の 「 過 ぎ る 」 に あ

た る 部 分 が f u c k と 対 応 し て い る （ 同 書 ：

1 0 ） 。 ま た 、 他 の 例 で は A b s o -

f u c k i n g - l u t e l y や 、 D e l i - f u c k -

i n g - c i o u s 、 ま た F a n - f a c k i n g -

t a s t i c な ど の よ う に 形 容 詞 の 間 に 挟 み 込

ん で 使 用 す る こ と に よ っ て 、 そ の 該 当 す る

形 容 詞 の 意 味 を 強 め る 働 き が あ る 。 こ れ ら

の 例 よ り 、 f u c k に は 「 強 調 」 と い う 側 面

も 見 受 け ら れ る 。 こ の 場 合 多 く の 割 合 で

f u c k は h e l l の 代 わ り を な し て い る こ と

が あ り 、 S h u t  t h e  f u c k ( h e l l )  u p !  
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の よ う に 用 い ら れ る 。 こ の 強 調 の 意 味 に お

い て h e l l の 代 わ り と な っ て い る と い う こ

と は 宗 教 と も f u c k が 関 わ り を 持 っ た と い

う こ と が で き る 。  

つ ま り f u c k と い う s i g n i f i e r に は

「 強 調 」 「 性 行 為 」 「 嫌 悪 」 と い う 三 つ の

s i g n i f i e d が み ら れ る こ と が わ か る 。 元

の ゲ ル マ ン 語 に あ っ た 「 打 つ 」 「 前 後 に 小

刻 み に 動 か す 」 と い う 意 味 か ら は 「 性 交 す

る 」 と い う イ メ ー ジ し か 受 け 取 る こ と が で

き な い が 、 「 強 調 」 「 嫌 悪 」 な ど の 感 情 に

関 し て は 、 い ず れ に も 感 情 を 強 く 表 現 し た

い と い う 意 味 が 受 け 取 る こ と が で き る 。 つ

ま り こ れ ら 感 情 の s i g n i f i e d は 「 性 交 す

る 」 と い う 意 味 よ り も 後 に な っ て か ら 生 ま

れ た も の で あ る と い う こ と が で き る 。

O E D に よ る と ‘ t o  h a v e  s e x u a l  i n -

t e r c o u r s e ’ と い う 意 味 に お い て の

f u c k は 1 5 1 3 年 に 最 初 の 使 用 が 見 ら れ る

( s . v .  O E D  f u c k  v . ) 。  
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( 6 )  B e  h i s  f e r r i s  h e  w a l d  

h a u e  f u k k i t .  ( 1 5 1 3  T h e  

p o e m  o f  W i l l i a m  D u n b e r )  

 

 

ま た 、 こ の f u k k i t と い う 単 語 が 現 在 の

f u c k に な っ た の は 1 6 8 0 年 の 資 料 に 現 れ

て い る （ ま た こ の 資 料 も 2 0 0 4 年 に 刊 行 さ

れ て い る 。 ） 。  

 

( 7 )   1 0  G e n e r a l l y  b o t h  S e x e s  

f u c k ,  a n d  t h a t  s o  p r o m i s -

c u o u s l y  a s  I n c e s t  i s  a c -

c o u n t e d  n o  s i n .  ( 1 6 8 0  

S c h o o l  o f  V e n u s  i ,  i n  B .  

K .  M u d g e  W h e n  F l e s h  b e -

c o m e  W o r d )  
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し か し ‘ E x p r e s s i n g  a n g e r ,  d e s -

p a i r ,  f r u s t r a t i o n ’ と い う 意 味 で

f u c k が 使 わ れ た 例 が 見 ら れ る の は 1 9 2 9

年 で あ る こ と が わ か る ( s . v .  O E D  

f u c k  v .  2 0 1 7 ) 。  

 

( 8 )   A  m a n  . . u t t e r e d  u n d e r  

h i s  b r e a t h  a  m o n o s y l l a b i c  

c u r s e .  ‘ F u c k . ’  ( 1 9 2 9  

F . M A N N I N G   M i d d l e  P a r t s  

o f  F o r t u n e  Ⅱ )  

 

以 上 の 例 か ら 見 て わ か る よ う に F u c k の

「 性 行 す る 」 と い う 意 味 よ り も 「 嫌 悪 」

「 強 調 」 な ど の 感 情 を 表 す 意 味 の 方 が 後 に

な っ て 現 れ た と い う こ と が わ か る 。  

ま た A h l n e r  ( 2 0 0 9 : 1 9 ) の 実 験 に よ

る と 、 意 味 を 持 た な い 言 葉 と あ る 対 象 を 与

え ら れ た 被 験 者 は そ の ふ た つ に あ る 一 定 の

象 徴 的 基 盤 （ i c o n i c  g r o u n d ） を 与



46 

え 、 そ れ に よ っ て ふ た つ の 間 に つ な が り を

見 出 し た 。 こ れ ら は R a m a c h a n d r a n  

a n d  H u b b a r d  ( 2 0 0 1 :  1 0 )  が 論 じ

た 「 脳 の 運 動 野 に お け る 一 定 の 舌 と 唇 の 動

き と い う 記 号 が 必 然 的 に 聴 覚 野 に お け る 音

声 変 化 や 音 素 記 号 に 配 置 さ れ る 」 と い う 考

え に 基 づ い て い る 。 先 ほ ど の

k i k i / b o u b a  e f f e c t に 似 て い る が 彼

の 実 験 で は [ k i k i ] と [ m u m u ] と い う 言

葉 が 実 験 に 使 用 さ れ た 。 / k / は 無 声 閉 鎖 音

で あ り 声 道 を 一 時 的 に 塞 ぎ 、 続 い て 息 が 出

さ れ る 。 ま た / i / の 発 音 は 肺 か ら の 安 定 し

た 空 気 の 流 れ を 必 要 と し 、 そ の 両 者 の 必 要

と す る 動 き の 食 い 違 い が 図 3 a に 示 さ れ る

急 な 音 移 動 を も た ら す 。 結 果 / i / と / k / の

間 に 一 瞬 の 静 寂 が 現 れ る 。 k i k i の ス ペ ク

ト ル 写 真 に お け る 空 白 が そ の 静 寂 を 表 し て

い る 。 一 方 で / m / と / u / に 関 し て は ど ち ら

も 声 帯 を 震 わ せ る こ と に よ っ て 発 音 す る の

で [ k i k i ] の よ う に 急 な 音 移 動 は 起 こ ら な
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い 。 加 え て / m / を 発 音 す る 際 に / u / を 発 音

す る た め に 必 要 な 準 備 に 干 渉 し な い の で 図

3 b に 示 さ れ る 通 り 安 定 し た 音 が 発 音 さ れ

る 。  

 

 

a .  k i k i   

 

  

b .  m u m u  

図 3 ． k i k i  m u m u を 発 音 す る 際 の ス ペ

ク ト ル 写 真 （ A h l n e r  2 0 0 9 :  2 0 ）  
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こ れ ま で に 述 べ た 発 音 の 要 素 が 脳 の 中 で

無 意 識 的 に 聴 覚 野 と 運 動 野 で 処 理 さ れ た 結

果 、 先 ほ ど の k i k i / b o u b a    e f f e c t

に つ な が っ た の で は な い か と 考 え ら れ る 。

そ れ が 象 徴 的 基 盤 （ i c o n i c  g r o u n d ）

と な り 、 加 え て 記 号 と 象 徴 を 与 え ら れ 、 そ

こ に 関 係 性 を 見 出 す 脳 の 働 き も そ こ に 見 受

け ら れ る 。   

こ の 考 え は f u c k が 強 意 の 意 味 を 帯 び た

過 程 に も 応 用 で き る 。 す な わ ち / f / と い う

空 気 を 一 気 に 吐 き 出 す こ と に よ っ て 得 ら れ

る 発 音 が 何 か 強 調 し た い 言 葉 X の 前 に あ る

こ と で X の 意 味 を さ ら に 強 調 す る と い う 働

き が 見 受 け ら れ る 。 強 意 の 副 詞 に は 他 に も

v e r y 、 f a i r l y 、 c o m p l e t e l y 、 e x -

t r e m e l y な ど が 例 と し て 挙 げ ら れ 、 そ れ

ぞ れ / v / 、 / f / 、 / p / 、 / t / と い う 発 音 を

持 っ て い る （ 表 １ と 表 ２ を 参 照 ） 。 こ れ ら

は い ず れ も 破 裂 音 、 摩 擦 音 で あ り ど ち ら も

呼 気 を 一 気 に 出 し て 発 音 す る と い う 特 徴 か
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ら 強 意 の 意 味 を 帯 び た と 考 え ら れ 、 同 じ こ

と は f u c k に も 当 て は ま る と 言 う こ と が で

き る 。  

 

閉 鎖 音     

/ p /  C o m p l e
t e l y  

P r e t t y   

/ t /  E x t r e m
e l y  

T e r r i b
l y  

t o o  

/ d /  D r a e d f
u l l y  

d e f i n i
t e l y  

 

/ g /  G r e a t l
y  

  

表 １ ． 破 裂 音 を 持 つ 強 意 の 副 詞 の 例  

 

摩 擦 音     

/ f /  F a i r l y  A w f u l l
y  

F u l l y  

/ v /  V e r y    

表 2 ． 摩 擦 音 を 持 つ 強 意 の 副 詞 の 例  

 

３ ． ４  ま と め  

こ の 章 で は 主 に S o u n d  s y m b o l i s m

と い う 考 え を 用 い て f u c k を 音 声 的 に 考 察

し て き た 。 F u c k は 「 摩 擦 」 そ し て 「 閉
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鎖 」 と い う 過 程 を 経 て 発 音 さ れ る こ と か ら

性 行 為 を 体 現 し て い る の で は な い か 、 と い

う 考 察 ま で 進 め た 。 ま た 、 強 意 の 意 味 を 持

つ こ と か ら 他 の 強 意 の 副 詞 と の 共 通 点 と し

て 特 定 の 音 を 持 つ こ と に つ い て 述 べ た 。 次

の 章 で は 女 性 に 対 す る 考 え 方 と 強 意 の 副 詞

と し て の f u c k が ど の よ う に 変 化 し て い く

の か に つ い て 考 え る 。  
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第 4 章  現 代 英 語 に お け る F u c k の 用 法  

 

４ ． １  は じ め に  

こ の 章 で は す で に 見 て き た f u c k の 語 源

を 踏 ま え て 、 f u c k の 持 つ 「 強 意 」 の 意 味

に 焦 点 を 当 て 、 な ぜ 強 意 の 意 味 を 持 つ に 至

っ た か 、 そ し て 今 後 ど の よ う な 意 味 変 化 を

し て い く か に つ い て 考 察 を す る 。 こ こ で は

主 に 文 化 と 語 用 の ふ た つ の 観 点 か ら 考 察

し 、 前 者 で は 主 に レ ザ ー イ ( 2 0 1 3 ) の フ ァ

ル ス （ p h a l l u s ） と い う 概 念 か ら 生 じ た

罵 倒 語 と い う 観 点 か ら f u c k を 考 え 、 後 者

は 小 笠 原 （ 2 0 1 3 ） の 論 文 を 用 い て 他 の 強

意 の 副 詞 と の 比 較 を し た 上 で f u c k に 意 味

変 化 を 適 用 し て 考 え る 。  

 

４ ． ２  強 意 に 関 す る 語 源  

第 2 章 で す で に み た よ う に 、 も と も と は

祖 イ ン ド ・ ヨ ー ロ ッ パ 語 の 「 ～ を 打 つ 」 と

い う 単 語 か ら も 派 生 し た と 考 え ら れ 、 こ の
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単 語 か ら 派 生 し た 古 ラ テ ン 語 に p u g n u s

「 拳 」 （ 名 詞 ） と い う 名 詞 が あ る 。 こ の

p u g n u s を 語 源 と す る 単 語 に

p u g n a c i o u s と い う 形 容 詞 が あ る 。

P u g n a c i o u s と い う 単 語 に は 「 喧 嘩 っ 早

い 、 口 論 し が ち で あ る 」 な ど と い う 意 味 が

込 め ら れ て お り 、 こ れ は 「 ～ を 打 つ （ 祖 イ

ン ド ・ ヨ ー ロ ッ パ 語 ） 」 → 「 拳 （ ラ テ ン

語 ） 」 → 「 喧 嘩 っ 早 い （ 英 語 ） 」 と い う 過

程 を 経 た の で は な い か と 考 え ら れ る 。 こ の

p u g n a c i o u s は ラ テ ン 語 か ら の 派 生 語 で

は な く 借 用 語 と 説 明 さ れ て い る こ と か ら 、

元 の 意 味 を 保 っ た ま ま 意 味 の 変 化 が 起 こ っ

た と 考 え る こ と が で き る 。 ま た 、 こ の 過 程

の 中 で p u g n a c i o u s に  ‘ e a g e r  o r  

q u i c k  t o  f i g h t ’  と O E D の 定 義 に

あ る よ う に 「 速 度 （ q u i c k ） 」 と い う 概

念 が 加 わ っ た と 考 え ら れ る 。 O E D に よ る

と 最 初 の 使 用 が 認 め ら れ る の は 次 の 資 料 中

に お い て で あ る 。  
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( 9 )   P l a t o  a f f i r m s  I d e e s ;  

B u t  A r i s t o t l e  w i t h  

h i s  p u g n a c i o u s  r a c e  A s  

i d l e  f i g m e n t s  s t i f l y  t h e m  

d e n i e s . ( 1 6 4 2  H e n r y  M o r e .  

A  p l a t o n i c a l l  s o n g  o f  t h e  

s o u l  1 s t  e d i t i o n .  )   

  

こ の p u g n a c i o u s の 例 の と お り 、 言 葉

は 話 さ れ る に 従 っ て 元 の 意 味 か ら 派 生 し た

意 味 を 徐 々 に 獲 得 し て い き 、 最 終 的 に は 元

の 意 味 か ら 少 し 離 れ た 意 味 を 持 つ よ う な 例

も 見 ら れ る 。 こ の 意 味 の 変 化 が f u c k に も

変 化 が 起 こ っ て い る こ と が 、 f u c k に 「 性

交 す る 」 以 外 に も 「 無 駄 に す る 」 「 騙 す 、

裏 切 る 」 そ し て 強 意 の 意 味 な ど が 含 ま れ て

い る こ と か ら 明 ら か で あ る 。 こ こ に 見 ら れ

る 意 味 の 変 化 が ど の よ う に 起 こ っ て い っ た

の か を 考 え て い く 。  
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４ ． ３  文 化 か ら 見 た f u c k  

F u c k に は 「 性 行 為 を す る 」 と い う 意 味

が あ る こ と か ら こ の 言 葉 に は ま ず 男 性 と 女

性 が 関 係 し て い る と 言 う こ と が で き る 。 で

は そ の 女 性 の 扱 わ れ 方 や 社 会 の 女 性 に 対 す

る 考 え 方 か ら 何 か し ら の ヒ ン ト が 得 ら れ る

は ず で あ る 。 O ’ P r y - R a y n o l d s  

( 2 0 1 3 : 1 ) に よ る と 有 名 な ヴ ィ ク ト リ ア

時 代 の 小 説 と は 異 な り 、 中 世 の 女 性 は 全 て

の 囚 わ れ の 姫 （ d a m s e l    i n    d i s -

t r e s s ） が 騎 士 が 助 け に 来 て く れ る の を 待

っ て い た わ け で は な か っ た 。 厳 し く 規 制 が

な さ れ た 中 世 の 文 学 の 中 で は 女 性 の 役 割 は

安 定 し た も の で は な く 常 に 大 き く 揺 れ 動 い

て い た 。 す な わ ち 、 女 性 は 純 潔 さ 、 母 性 、

美 し さ 、 親 切 さ 、 愛 の 象 徴 で あ る と 同 時 に

征 服 や 性 的 欲 望 の 象 徴 で も あ っ た の で あ

る 。 キ リ ス ト 教 の 聖 書 で は 神 に 禁 じ ら れ て

い た 木 の 実 を 蛇 （ 悪 魔 ） に 勧 め ら れ た イ ヴ

が ア ダ ム に も 勧 め た と さ れ る 。 「 性 」 は 卑
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し む べ き も の と 位 置 付 け ら れ る だ け で は な

く 、 女 も 卑 し む べ き も の 、 男 に 従 う も の と

位 置 付 け ら れ て き た （ レ ザ ー イ  2 0 1 3 ：

1 8 4 ） 。  

し か し 、 『 ベ オ ウ ル フ 』 （ B e o w u l f ,  

c a . 7 0 0 ） 中 の カ イ ン の 末 裔 で あ る グ レ ン

デ ル の 母 親 に は こ の 叙 事 詩 が 成 立 し た ８ 世

紀 ご ろ の ゲ ル マ ン 人 に 関 す る 男 女 間 の 性 に

対 す る 認 識 に あ ま り 違 い が な か っ た こ と が

示 さ れ て い る 。 作 品 中 で は グ レ ン デ ル と い

う 怪 物 が ベ オ ウ ル フ に 立 ち 向 か う が 返 り 討

ち に さ れ 、 そ の 仇 討 ち と し て グ レ ン デ ル の

母 親 が ベ オ ウ ル フ に 立 ち 向 か う 。 彼 女 は 邪

悪 な 悪 魔 め い た キ ャ ラ ク タ ー と し て 描 か れ

て お り 、 人 間 で あ る の だ が 怪 物 と し て 描 か

れ て い た 。 彼 女 は 物 語 中 の 他 の 女 性 と 同 じ

く 厳 し い 戒 律 や 社 会 規 律 に 縛 ら れ る こ と な

く 暮 ら し て い た の で 、 女 性 で は あ る が 、 彼

女 を 戦 士 の よ う に 印 象 付 け る こ と は 読 者 に

と っ て 受 け 入 れ ら れ や す い 設 定 で あ っ た 。
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彼 女 は い く さ 好 き の よ う に 描 か れ る が 、 ま

た 同 時 に ヘ オ ロ ッ ト か ら 命 か ら が ら 逃 げ る

な ど 女 性 の 弱 さ と い う 側 面 も 持 ち 合 わ せ て

い た 。 こ の よ う に 女 性 も 男 性 と 同 じ よ う に

戦 場 に 赴 い て 戦 う と い う ス ト ー リ ー は 『 ベ

オ ウ ル フ 』 が 書 か れ た 時 代 に は あ ま り 違 和

感 が な か っ た 。 し か し 後 の 教 会 の 聖 職 者 た

ち は グ レ ン デ ル の 母 親 は カ イ ン 、 す な わ ち

罪 の 子 の 子 孫 で あ り 彼 女 も ま た 罪 の 子 で あ

る 。 し た が っ て 女 性 の 悪 意 ほ ど の 悪 意 は な

い と い う よ う に 説 教 し て い た （ O ’ P r y -

R e y n o l d s  2 0 1 3 ） 。 こ の 記 述 よ り 教 会

は 『 ベ オ ウ ル フ 』 の 解 釈 を 本 来 の 文 化 を 無

視 し て 伝 え て い た こ と が わ か る 。  

こ こ ま で 見 て き た と お り 、 当 時 の 女 性 は

「 男 に 従 う も の 」 、 「 卑 し む も の 」 、 ま た

「 邪 悪 な も の 」 と い う 非 常 に ネ ガ テ ィ ブ な

イ メ ー ジ を 抱 か れ て い た こ と が わ か る 。 加

え て 、 そ う し た イ メ ー ジ 化 に 使 わ れ る ス ト

ー リ ー も 教 会 、 す な わ ち 宗 教 と 結 び つ い て
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い る こ と か ら 、 こ う し た 女 性 に 対 す る ネ ガ

テ ィ ブ な イ メ ー ジ は 宗 教 か ら 生 み 出 さ れ た

も の で あ る と 言 う こ と が で き る 。  

こ う し た 女 性 の キ ャ ラ ク タ ー 化 に 関 連 す

る 別 の 例 も 挙 げ ら れ て い る 。 す な わ ち 女 性

は 男 性 の 勇 敢 で ヒ ー ロ ー 的 な 活 躍 を 認 知 す

る た め の 人 物 で あ る と い う も の で あ る 。 そ

し て ま た 男 性 は 死 を 哀 し ま な い 一 方 で 、 女

性 は 男 性 の 死 を 弔 う と い う 重 要 な 役 割 を 担

っ て い る 。 M i c h a e l  M u r p h y  

( 1 9 8 5 : 1 0 5 - 1 1 2 )  は こ れ に 対 し て

「 騎 士 道 、 凶 暴 性 、 ぎ こ ち な さ の 奇 妙 な ミ

ッ ク ス に よ っ て 若 い 女 性 を 楽 し ま せ る こ と

に よ っ て 彼 女 の 役 割 に 対 し て 報 い 、 そ し て

剣 、 盾 、 騎 士 の 首 な ど に よ っ て ロ マ ン チ ッ

ク に 勝 ち 取 っ た 彼 ら の 征 服 の 結 果 を 、 女 性

に お 辞 儀 を す る こ と に よ っ て 示 し て い

る 。 」 と 述 べ て い る 。 こ う し た こ と か ら 、

女 性 は 男 性 や 社 会 的 障 壁 の 諸 々 の も の を 待

つ と い う ホ ス テ ス 的 な 役 割 を 満 た し て い た
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と O ’ P r y - R a y n o l d s （ 2 0 1 3 : 3 9 ） は

述 べ て い る 。  

ま た 他 の 例 を L a n c e l o t :  K n i g h t  

o h  t h e  C a r t （ c a . 1 1 5 0 ） 中 に も 見 い

だ す こ と が で き る 。 こ の 作 品 中 の 女 性 は

「 見 せ か け 」 の も の で あ る 。 彼 女 ら は 無

垢 、 助 け に な る 性 質 ( h e l p f u l n e s s ） 、

脆 さ を ラ ン ス ロ ッ ト に 見 せ つ け る こ と か ら

始 め る 。 そ の う ち の 一 人 は ラ ン ス ロ ッ ト に

宿 屋 と し て 自 分 の 家 を 利 用 す る よ う に 申 し

出 る 。 そ し て 二 人 は 横 に な る の だ が 、 ラ ン

ス ロ ッ ト に と っ て そ の 女 性 と 寝 る の は 単 に

姫 を 救 う エ ネ ル ギ ー を 回 復 す る た め の 休 息

に 過 ぎ な い 。 ラ ン ス ロ ッ ト は 最 初 に 彼 女 の

誘 惑 を 拒 絶 す る 。 と い う の も 彼 は 姫 を 大 い

に 愛 し て い る か ら で あ る 。 こ こ で こ の 女 性

は ラ ン ス ロ ッ ト が ど れ だ け 姫 へ の 愛 に 対 し

て 忠 実 で あ る か と い う こ と を 観 客 に ア ピ ー

ル す る た め の キ ャ ラ ク タ ー と し て 描 か れ て

い る 。 そ の 後 、 ラ ン ス ロ ッ ト は 嘘 の 攻 撃 か
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ら 彼 女 を 救 い 出 す こ と に な る （ O ’ P r y -

R a y n o l d s  2 0 1 3 :  4 1） 。  

S i r  G a w a i n  a n d  t h e  G r e e n  

K n i g h t （ 1 2 世 紀 ） 中 に お い て は 貴 婦 人

ベ ル シ ラ ッ ク が ガ ウ ェ イ ン 卿 を 誘 惑 す る 場

面 が 描 か れ て い る 。 L a n c e l o t :  

K n i g h t  o f  t h e  C a r t 中 の 例 に 挙 げ た

女 性 も こ の 貴 婦 人 も 、 ど ち ら も ど の よ う に

男 性 が 不 名 誉 な 行 為 に 誘 惑 さ れ る か と い う

例 と し て の 女 性 と し て 描 か れ て い る こ と が

わ か る 。 ま た 、 ど ち ら も ラ ン ス ロ ッ ト や ガ

ウ ェ イ ン 卿 と の 性 行 為 を 迫 る こ と か ら 、 社

会 的 抑 圧 な ど が な い 存 在 と し て 描 か れ て い

る 。 （ 同 上 ： 4 2 ） こ れ ら の 性 行 為 を 迫 る 誘

惑 は 先 ほ ど 挙 げ た 聖 書 の イ ヴ が ア ダ ム を 誘

惑 す る 例 と 類 似 し て い る こ と が わ か る 。  

中 世 の 生 活 に お い て 女 性 は ど の よ う な 役

割 を 果 た し て い た の で あ ろ う か 。 O ’ P r y -

R a y n o l d s （ 2 0 1 3 :  4 3 ） に よ る と 歴 史

的 史 実 に は 女 性 が 何 ら か の 形 で 宗 教 に 関 与
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し な い 限 り 女 性 が 出 て く る こ と は 全 く な い

と い う 。 C o o k  &  H e r z m a n  ( 2 0 0 4 :  

1 6 7 )  は 「 契 約 書 や 誓 約 書 な ど の 文 書 に 出

て く る 女 性 の 活 動 の 頻 度 は 封 建 社 会 の 中 で

の 女 性 の 役 割 は 我 々 が 想 像 し て い る よ り も

よ り 複 雑 で あ る こ と を 示 し て い る 」 と 述 べ

て い る 。 先 ほ ど ま で に 挙 げ た 話 の 女 性 の 登

場 人 物 の 数 と 実 際 の 文 書 に 出 て く る 女 性 の

数 を 比 較 す る と そ の 差 は 驚 く ほ ど 大 き い も

の に な る と 想 像 さ れ る 。 物 語 に は 描 か れ て

実 際 に は 出 て こ な い と い う 結 果 か ら 分 か る

の は 、 女 性 が そ れ ほ ど 「 卑 し い 」 存 在 と し

て 見 ら れ て い た こ と を 示 す 手 が か り と な る

だ ろ う 。  

L a n c e l o t :  K n i g h t  o f  t h e  C a r t

中 の 女 性 は 変 化 の 始 ま り を 示 し て い る 。 す

な わ ち 彼 女 ら は 単 純 な 犠 牲 者 で 他 の 登 場 人

物 を 助 け る よ う な 存 在 で は な く 、 彼 女 ら 自

身 の 強 さ や 意 思 を 表 す 人 で あ っ た と い う こ

と が 言 え よ う 。 女 性 の 弱 く て 犠 牲 者 的 な 囚
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わ れ の 姫 （ d a m s e l  i n  d i s t r e s s） と

い う 見 方 が 理 想 と さ れ た の は L a n c e l o t :  

K n i g h t  o f  t h e  C a r t の 何 世 紀 も 後 の

ロ マ ン チ ッ ク な ヴ ィ ク ト リ ア 時 代 の こ と で

あ る 。 し か し そ こ に は 、 中 世 の 教 会 か ら 受

け 継 が れ た 女 性 は 男 性 を 摘 み に 導 く と い う

男 性 よ り も 強 い 力 を 持 ち 合 わ せ て い る と い

う 暗 黙 の 強 調 が 潜 ん で い る （ O ’ P r y -

R a y n o l d s       2 0 1 3 :  4 3） 。 従 っ

て 女 性 は 男 性 よ り も 強 い 力 を 持 ち 合 わ せ て

い る が 故 に 「 卑 し い 」 存 在 と し て 見 な さ

れ 、 今 日 に 至 る ま で 「 男 性 よ り も 下 」 と い

う 地 位 に 置 か れ る こ と が 多 か っ た の で は な

か ろ う か 。  

こ れ ま で で 、 女 性 が 男 性 よ り も 「 下 」 の

地 位 に 置 か れ て き た こ と が わ か っ た 。 で は

な ぜ 、 男 性 の 方 が 女 性 よ り も 権 力 を 握 る よ

う に な っ た の だ ろ う か 。  

レ ザ ー イ ( 2 0 1 3 : 1 7 5 ) は こ の 手 が か り

を 「 罵 倒 語 」 、 特 に 「 性 的 罵 倒 語 」 に 求 め
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て い る 。 そ こ で 重 要 と な る の が 「 フ ァ ル ス

（ p h a l l u s ） 」 と い う 概 念 で あ る 。 彼 の

言 う 「 フ ァ ル ス 」 と は す な わ ち 男 の 『 犯

す 』 能 力 ・ 欲 望 を 表 す 「 （ 性 的 ） 攻 撃

性 」 、 ひ い て は 『 犯 さ れ る こ と 』 を 防 ぐ た

め の 「 防 御 性 」 を 象 徴 す る 概 念 で あ る 。 レ

ザ ー イ は 罵 倒 語 を 図 4 に あ る よ う に 分 類 し

て い る （ レ ザ ー イ  2 0 1 3 :  1 7 7 ） 。  

 

図 4 ． 性 的 罵 倒 語 の 分 類 （ レ ザ ー イ  

2 0 1 3 ）  

 

『 性 的 嫌 が ら せ 』 を 示 唆 す る 言 葉 を 発 す

る こ と で 、 対 象 を 侮 辱 し 、 そ し て 対 象 が 侮

辱 さ れ る こ と に よ っ て 、 自 分 の 緊 張 を 解 消

性 的

脅 迫 含

脅 迫 含

性 器     

 
性 道

性 行

対 象 自 身 に

対 象 の 身 内 の 女
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さ れ る こ と 」 を 意 味 す る 。 図 中 の 「 脅 迫 含

意 が あ る 」 の 次 に は 「 性 行 為 」 と あ る が こ

の 場 合 、 こ れ は 罵 倒 語 と し て 使 用 さ れ る の

で 「 強 姦 」 の ニ ュ ア ン ス が 加 わ り 、 ま た 男

女 間 の み な ら ず 男 同 士 の 性 的 交 わ り も 含 意

し 使 用 さ れ る よ う に な る 。 従 っ て こ の 罵 倒

語 に は 「 強 引 に 性 行 為 を 行 う 」 す な わ ち

「 犯 す 」 と い う 用 語 が 使 わ れ る 。 こ の 「 犯

す 」 と い う 行 為 を 行 う こ と が で き る 能 力 を

持 っ て い る の は 「 男 」 で あ り 、 従 っ て こ の

「 犯 す 」 と い う 言 葉 を 使 用 で き る の も

「 男 」 で あ る 。 な ぜ な ら 、 そ も そ も 女 性 に

は 強 引 な 性 交 を 成 し 遂 げ る た め の 手 段 が 揃

っ て い な い か ら で あ る 。 田 中 （ 1 9 9 7 :  

1 1 ） に よ る と 性 交 と い う も の は 必 ず そ れ ぞ

れ が 能 動 と 受 動 の 役 割 を 受 け 持 つ こ と に な

る た め 、 男 同 士 で あ っ て も 「 犯 す 」 側 と

「 犯 さ れ る 」 側 に 分 け ら れ て し ま わ ざ る を

得 な い 。 男 に は 「 犯 す 」 た め の 手 段 ＝ 男 性

性 器 が 自 然 的 に 与 え ら れ て い る 以 上 は 、 女
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が 犯 さ れ る 側 と な り 、 ひ い て は 「 犯 す 」 と

い う 行 為 そ の も の を 明 示 し て い る 罵 倒 語 の

使 用 権 も 、 そ の 対 象 が 女 で あ ろ う が 男 で あ

ろ う が 、 も と も と 犯 せ る 能 力 を 持 っ て い る

男 に あ る 。 ピ ン カ ー ( 2 0 0 9 :  7 2 ) に よ る

と こ の 罵 倒 語 が f u c k の 場 合 も そ の 主 語 は

基 本 的 に 男 性 で あ っ て 、 も し 男 性 同 士 の 恋

で あ る 場 合 に は A  f u c k e d  B  と 言 え る

の は A が 上 に 乗 っ た 時 、 ま た 女 性 同 士 の 場

合 に は 、 前 者 が 張 形 を 使 っ た 場 合 だ と い

う 。 ま た デ ュ ル （ 1 9 9 7 :  2 2 4 ） が 指 摘 す

る よ う に 、 時 代 を 問 わ ず 様 々 な 社 会 で 、 男

性 に よ る 性 行 為 を 言 い 換 え て s h o o t 、

s t i c k 、 h i t 、 k i l l 、 r u b b i s h な ど と

表 現 す る 。 こ れ ら の 意 味 の 変 化 か ら 見 て 取

れ る よ う に 多 く の 人 間 社 会 に お い て 、 性 交

は 攻 撃 性 や 暴 力 性 の 性 質 を 伴 っ て い る 行 為

と み な さ れ て お り 、 男 性 に 攻 撃 す る よ う な

手 段 、 す な わ ち 男 性 性 器 （ ＝ フ ァ ル ス

（ p h a l l u s ） ） が あ る と い う の は 罵 倒 語
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が 男 同 士 の 世 界 で 通 じ る 言 語 で あ る と い う

こ と を 示 し て い る 。 ( レ ザ ー イ  

2 0 1 3 : 1 7 8 - 1 8 3 )  

 

４ ． ４  意 味 変 化 の 要 因  

こ こ ま で f u c k 、 ま た は 性 的 罵 倒 語 を 男

が 使 う も の と し て 使 わ れ て き た こ と に つ い

て 述 べ た 。 レ ザ ー イ ( 2 0 1 3 :  1 7 6 ) は 罵

倒 語 の 別 の 段 階 と し て 挨 拶 表 現 や 決 ま り 文

句 の よ う に 、 そ の 発 す る 言 葉 の 意 味 を あ ま

り 深 く 考 え ず に 使 用 す る 「 意 味 飽 和 」 と い

う 現 象 が 起 き て い る と 指 摘 し て い る 。 例 え

ば 池 田 ( 1 9 6 9 :  9 3 ) に よ る と 昔 の 武 将 は

命 を か け て の 戦 い の 前 に 「 南 無 弓 矢 八 幡 」

と 祈 っ た が 、 後 世 の 大 衆 は 、 な ん で も な い

時 に 「 南 無 三 宝 」 、 「 南 無 三 」 な ど と 言 う

よ う に な っ た と い う 。 こ れ は お そ ら く 、 当

初 の 命 を か け て の 戦 い の 際 に は ま だ 「 お 願

い し ま す （ ＝ 南 無 ） 」 と い う 意 味 を も ち 、

そ れ を 意 識 し た 上 で 使 用 さ れ て い た と 考 え
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ら れ る 。 し か し 、 「 お 願 い し ま す 」 や 「 頼

む 」 と い っ た 言 葉 は 我 々 の 生 活 上 で よ く 使

わ れ る 言 葉 で あ る が ゆ え に 「 南 無 」 と い う

言 葉 が 至 る と こ ろ で 多 く 使 用 さ れ る よ う に

な っ た 。 従 っ て 、 最 初 に 「 南 無 」 が 持 っ て

い た 意 味 （ ＝ お 願 い し ま す ） は 意 識 さ れ ず

し て 広 く 一 般 に 使 わ れ て い っ た も の と 考 え

ら れ る 。 イ ン タ ー ネ ッ ト な ど の メ デ ィ ア が

も ち ろ ん 皆 無 の 時 代 で は 「 口 伝 」 が コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン の 主 な 手 段 で あ る 。 最 初 は 誰

か （ A と す る ） が 「 お 願 い し ま す 」 と い う

意 味 で 「 南 無 」 と 言 っ た こ と を 別 の 人 物

（ B と す る ） が 聞 き 、 B が A は 「 お 願 い し

ま す 」 と い う 意 味 で は な く 「 何 か を す る

時 」 に 「 南 無 」 と 言 っ て い た の だ と 解 釈 し

て B 自 身 も 「 何 か を す る 時 」 に 「 南 無 」 を

使 用 す る 。 こ の 一 連 の 流 れ が 「 南 無 」 と い

う 言 葉 の 意 味 を 薄 め て い き 、 最 終 的 に 「 何

も な い 時 」 に 「 南 無 」 と 言 う よ う に な っ た

の で は な い か 、 と 考 え ら れ る 。 こ の 意 味 飽
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和 と い う 現 象 を 整 理 し て f u c k に 適 用 し 考

え て み る 。  

F u c k は 当 初 「 〜 を 打 つ 」 と い う 意 味 を

持 っ て お り 、 次 第 に 「 性 行 為 を す る 」 と い

う 意 味 を 持 つ よ う に な る こ と は 述 べ た と お

り で あ る 。 こ れ が 時 代 の 移 り 変 わ り と と も

に 、 こ の 章 の 冒 頭 で 述 べ た 意 味 を 次 々 と 獲

得 し て い く 中 で 、 様 々 な 状 況 に お い て

f u c k が 使 用 さ れ る 時 期 が あ っ た と 考 え ら

れ る 。 そ し て 「 南 無 」 の 例 の よ う に 、

f u c k の 意 味 を 正 確 に 知 ら な い 人 物 （ 「 南

無 」 の 例 の B に 当 た る ） が f u c k を 自 分 な

り の 解 釈 で 使 用 し 、 ま た 他 の 人 物 が そ れ を

真 似 し て い く と い う 繰 り 返 し に よ り f u c k

に 意 味 飽 和 が 生 じ 、 例 え ば 自 分 の 指 を 金 づ

ち で 叩 い て し ま っ た 時 な ど に F u c k ! と 叫

ん で し ま う よ う な 自 体 に 発 展 し て 言 っ た の

で は な い か と 考 え ら れ る 。 つ ま り 、 こ の

「 意 味 飽 和 」 に よ っ て f u c k が 頻 繁 に 日 常

生 活 に お い て 使 わ れ る 頻 度 が 増 え た こ と
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と 、 デ ュ ル が 先 ほ ど 指 摘 し て い た 罵 倒 語 の

攻 撃 的 な 意 味 変 化 が f u c k に 「 強 意 」 の 意

味 を 持 た せ る こ と に な っ た と 考 え ら れ る 。  

ま た こ れ に 加 え て 、 三 章 で 述 べ た s o u n d     

s y m b o l i s m も 関 係 し て 「 強 意 」 の 意 味

を 持 つ こ と に な っ た と い え よ う 。 す な わ

ち 、 摩 擦 音 が 当 初 は 男 性 性 器 と 女 性 性 器 の

上 下 運 動 を 表 し て い た が 、 「 意 味 飽 和 」 が

起 き る に し た が っ て 強 調 す る た め 、 空 気 を

強 く 吐 き 出 す 構 造 を 利 用 さ れ て い っ た の で

は な い か と 考 え ら れ る 。 つ ま り 、 音 が 「 性

行 為 」 「 強 意 」 の 双 方 の 意 味 を 帯 び る よ う

に な っ た の で あ る 。  

こ れ を 、 言 語 学 的 に 検 証 す る 。 小 笠 原

( 2 0 1 3 ) に よ る と 、 古 英 語 期 か ら 中 英 語 初

期 に か け て 広 く 強 意 語 と し て 使 用 さ れ た

s w i t h e と 、 中 英 語 期 に お い て 強 意 語 と し

て 使 用 さ れ た f a s t が ど ち ら も

‘ r a p i d l y ’ と い う 速 度 の 意 味 を 獲 得 し

た 。 こ れ と 同 じ 例 が 他 に も 見 ら れ る こ と が
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述 べ ら れ て い る 。 例 え ば w i g h t l y ,  

q u i c k l y は 本 来 、 「 い き い き と 」 や 「 激

し く 」 と い う 意 味 で 用 い ら れ て い た が 、 中

期 英 語 で 「 速 く 」 と い う 意 味 を 派 生 さ せ

る 。 ま た s m a r t l y も 本 来 は 「 激 し く 、 鋭

く 」 と い う 意 味 で 動 作 動 詞 を 修 飾 し た が 、

1 4 世 紀 初 頭 に 「 速 く 」 と い う 意 味 を 派 生

さ せ た （ 小 笠 原  2 0 1 3 : 2 5 ） 。  

ま た 、 M u s t a n o j a ( 1 9 6 0 ) は

s w i t h e と f a s t を d e g r e e  a d v e r b s

の 項 で 以 下 の よ う に 説 明 し て い る 。  

 

S W I T H E  ( S W I T H E L Y )  —  

F r o m  O E  s w i p e  ‘ s t r o n g . ’  

I n  t h e  m e a n i n g  ‘ e x -

t r e m e l y ,  m u c h ,  v e r y ’  

t h i s  a d v e r b  i s  t h e  m o s t  

p o p u l a r  i n t e n s i f i e r  o f  

a d j e c t i v e s ,  a d v e r b s ,  a n d  

v e r b s  i n  O E  a n d  e a r l y  
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M E .  . . .  s w i þ e  b e g i n s  t o  

g i v e  w a y  t o  o t h e r  i n t e n -

s i f y i n g  a d v e r b s ,  n o t a b l y  

f u l l ,  w e l l ,  a n d  r i g h t ,  i n  

c o n n e c t i o n  w i t h  a d j e c -

t i v e s  a n d  a d v e r b s ,  a n d  t o  

m u c h  a n d  g r e a t l y  i n  c o n -

n e c t i o n  w i t h  v e r b s .  I n  

t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  

1 4 t h  c e n t u r y  s w i t h e  i s  

o n l y  o c c a s i o n a l l y  f o u n d ,  

a n d  a f t e r  1 4 5 0  i t  i s  n o  

l o n g e r  r e c o r d e d  a s  a n  i n -

t e n s i f y i n g  a d v e r b .  ( M u s -

t a n o j a  1 9 6 0 :  3 2 5 )  

 

F A S T ( E )  —  T h e  o r i g i n a l  

m e a n i n g  o f  t h i s  a d v e r b  

i s  ‘ i m m o v a b l y . ’  I n  m a n y  

c a s e s  i t s  o r i g i n a l  m o d a l  
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f u n c t i o n  p a s s e s  i n t o  a n  

i n t e n s i f y i n g  u s e ,  a s  i n  

f a s t  a s l e e p  a n d  f a s t  b y  

( e . g . ,  t h e  T a b a r d  f a s t e  

b y  t h e  B e l l e ,  C h .  C T  A  

P r o l .  7 1 9 ) ,  a n d  i n  c o n -

j u n c t i o n  w i t h  v e r b s  ( s h e  

f a s t e  A y  b i d d y n g e  i n  h i r e  

o r i s o n s  f u l  f a s t e ,  C h .  C T  

G  S N  1 4 0 )  .  ( M u s t a n o j a  

1 9 6 0 :  3 1 8 )  

 

S w i t h e は 本 来 「 強 い ( s t r o n g ) 」 と

い う 語 義 か ら 、 強 意 用 法 が 発 達 し 、

‘ e x t r e m e l y ,  v e r y  m u c h ,  v e r y ’

の 意 味 で 用 い ら れ る よ う に な っ た 。

S w i t h e は 古 英 語 か ら 中 期 英 語 初 期 に か け

て 形 容 詞 、 副 詞 、 動 詞 を 修 飾 す る 最 も 一 般

的 な 強 意 語 で あ っ た が 、 次 第 に 形 容 詞 ・ 副

詞 修 飾 の 場 合 は f u l l ,  w e l l ,  r i g h t 、
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動 詞 修 飾 の 場 合 は m u c h ,  g r e a t l y な ど

に 取 っ て 代 わ ら れ た こ と が 述 べ ら れ て い

る 。 ま た f a s t の 場 合 は 、 本 来 の

‘ i m m o v a b l y ,  f i r m l y ’ と 言 っ た 容 態

を 表 す 意 味 か ら 強 意 用 法 へ の 展 開 が 示 唆 さ

れ て い る （ 小 笠 原  2 0 1 3 :  3 1 ） 。  

ま た 図 ５ に あ る よ う に 、 近 代 英 語 に お け

る f a s t の 共 起 動 詞 を 見 た 場 合 、 こ の 時 期

に は 強 意 用 法 は 見 当 た ら な い た め に

‘ f i r m l y ’ と ‘ r a p i d l y ’ の 二 つ の 語 義

に 収 斂 し た こ と が わ か る 。 こ の 中 で r u n ,  

g o ,  c o m e な ど の 移 動 動 詞 も 高 頻 度 で 現

れ て い た も の の 、 一 番 多 く 共 に 使 用 さ れ た

の は g r o w で あ っ た 。 こ れ は f a s t が 単 体

で ‘ r a p i d l y ’ の 語 義 を 持 ち 、 m a n n e r  

a d v e r b と し て 動 詞 を 修 飾 す る 用 例 が ほ と

ん ど で あ り 、 こ の こ と か ら ‘ r a p i d l y ’ の

語 義 が 副 詞 自 体 に 定 着 し た こ と が 共 起 動 詞

の タ イ プ に よ っ て 鮮 明 に 示 さ れ て い る （ 小

笠 原  2 0 1 3 :  3 8 ） 。  
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図 ５ .  M o d i f i e d  V e r b s  i n  S h a k e -

s p e a r e ’ s  W o r k s  ( 1 5 6 4 - 1 6 1 6 ) 

（ 小 笠 原  2 0 1 3 : 3 9 ）  

以 上 の M u s t a n o j a ( 1 9 6 0 ) と 小 笠 原

( 2 0 1 3 ) よ り s w i t h e や f a s t が 「 本 来

の 意 味 」 → 「 強 意 の 意 味 を 獲 得 」 → 「 速 度

の 意 味 を 獲 得 」 と い う 一 連 の 過 程 を 経 て き

た こ と 、 ま た 速 さ の ス ケ ー ル が 内 包 さ れ る

動 詞 が 強 意 副 詞 と 共 に 使 用 さ れ る と よ り 速

い 状 態 が 指 し 示 さ れ る 場 合 が あ る こ と の 二

点 が 確 認 で き た 。 こ の 強 意 → 速 度 へ の 意 味

の 転 換 は お お よ そ 古 英 語 か ら 中 英 語 に 移 行

stand 10 grow 6 give 1
bind 7 run 6 glide 1
hold 3 as f. as = as soon as 5 haste 1
sit 2 go 3 heal 1
wind 1 come 3 pace 1
have 1 fly 3 pelt 1
entrap 1 follow 3 ride 1
swear 1 breed 1 sin 1

bring 1 sing 1
come f. upon 1 speed 1
cut 1 spur 1
die 1 vent 1
do 1 vie 1
drop 1 wane 1
fade 1 weep 1
find 1 work 1

1.firmly 2.rapidly,quickly
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す る 約 5 0 0 年 の 間 に 起 こ っ た 出 来 事 で あ る

と い う こ と が で き る 。 F u c k は ４ 章 の 冒 頭

で 述 べ た と お り 1 5 0 0 年 ご ろ に 「 打 つ 」 と

い う 意 味 を も ち 、 1 6 5 0 年 ご ろ に 「 性 行 す

る 」 と い う 意 味 を 派 生 さ せ た 。 O E D に よ

る と 強 意 語 と し て の f u c k が 最 初 に 用 い ら

れ た 記 録 は 以 下 の も の で あ る 。  

 

( 1 0 )   A  m a n …  u t t e r e d  u n d e r  

h i s  b r e a t h  a  m o n o s y l l a b i c  

c u r s e . ‘ F u c k . ’  ( 1 9 2 9  

F . M a n n i n g   M i d d l e  P a r t s  

O f  F o r t u n e  Ⅱ .  1 6 1 )  

 

1 9 2 9 年 に 強 意 語 と し て の 使 用 が 認 め ら

れ た と い う こ と は f u c k も s w i t h e や

f a s t と 同 じ く 約 5 0 0 年 毎 に 新 し い 意 味 を

獲 得 し て い る と い う こ と が わ か る 。 小 笠 原

（ 2 0 1 3 ） の s w i t h e と f a s t の 例 で は

「 本 来 の 意 味 」 → 「 強 意 の 意 味 」 → 「 速
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度 」 と い う パ タ ー ン が 見 ら れ た 。 こ の パ タ

ー ン に 関 し て は 、 迅 速 の 概 念 を 含 ま な い 動

詞 で あ っ て も 、 強 度 が 付 与 さ れ る こ と に よ

り 動 作 に 連 続 性 が 生 ま れ 、 結 果 迅 速 へ と 意

味 が 拡 張 す る 、 と 説 明 が な さ れ て い る （ 小

笠 原 2 0 1 3 ： 4 0 ） 。 こ の 説 明 よ り 、 f u c k

は 現 在 「 強 度 が 付 与 さ れ た 状 態 」 で あ る と

い う こ と が で き る 。 こ こ か ら ま た 、 強 度 よ

り も 意 味 が 拡 張 さ れ 、 他 の 意 味 を 獲 得 し て

い く と 推 測 さ れ る 。  

 

４ ． ５  ま と め  

こ の 章 で は 文 化 と 語 用 、 二 つ の 観 点 か ら

強 意 語 と し て の f u c k に つ い て 考 え て き

た 。 前 者 か ら は f u c k は 意 味 飽 和 現 象 を 起

こ し た こ と に よ っ て 意 味 拡 大 が 進 み 、 後 者

で は f u c k が 現 在 強 度 を 付 与 さ れ た 段 階 で

あ る こ と が わ か り 、 こ れ ま で の 強 意 の 副 詞

の 歴 史 的 意 味 変 成 を 見 て い く と 、 こ の 単 語
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も こ れ か ら 意 味 変 化 を し て い く か も し れ な

い と い う こ と が わ か っ た 。  
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第 5 章  結 論  

 

本 論 文 で は f u c k と い う 言 葉 が 多 く の 意

味 を 持 っ て い る こ と か ら 、 祖 ゲ ル マ ン 語 に

遡 り 語 源 を 探 っ た 。 そ の ゲ ル マ ン 語 か ら 派

生 し た 言 葉 は 「 f ＋ 短 母 音 ＋ 破 裂 音 」 と い

う 構 造 を 共 通 し て 持 っ て い る こ と が わ か っ

た 。 そ し て s o u n d  s y m b o l i s m の 観 点

か ら 見 て 、 f u c k は 「 摩 擦 」 「 停 止 （ 口 内

で 呼 気 を 止 め る ） 」 と い う 構 造 を 持 っ て お

り そ れ は 性 行 為 を 体 現 し て い る の で は な い

か と い う 考 え に た ど り 着 い た 。 ま た f u c k

と い う 言 葉 を 発 音 す る た め に は 摩 擦 音 、 破

裂 音 と い う 音 を 発 生 さ せ る 過 程 を 必 要 と す

る た め に 呼 気 を 口 内 に 溜 め て 一 気 に 外 部 に

出 す 。 そ こ か ら 転 じ て 強 意 の 意 味 を 持 つ よ

う に な っ た と 考 え ら れ る こ と に つ い て 述 べ

た 。 さ ら に 他 の 強 意 の 副 詞 に も 破 裂 音 と 摩

擦 音 を 持 つ 語 が 多 く 見 受 け ら れ た 。  
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４ 章 で は f u c k を 文 化 と 語 用 の 二 つ の 視

点 で 見 た 。 文 化 の 面 で は 、 中 世 の 教 会 に よ

る 女 性 差 別 を 生 み 出 し 、 そ れ が 男 性 よ り 女

性 は 下 の 立 場 に 置 か れ る と い う 考 え を 生 み

出 し た こ と に つ い て 述 べ た 。 な ぜ こ の よ う

に 女 性 が 下 の 立 場 に 置 か れ 、 男 性 が 権 力 を

握 る こ と が 多 か っ た の か に つ い て ひ と つ の

考 え を レ ザ ー イ （ 2 0 1 3 ） の 述 べ た フ ァ ル

ス （ p h a l l u s ） す な わ ち 「 （ 性 的 ） 攻 撃

性 」 か つ 「 （ 性 的 ） 防 御 性 」 と い う 概 念 か

ら 導 き 出 す こ と が で き た 。 す な わ ち 男 性 器

が 備 わ っ て い る 男 に の み 「 犯 す 」 と い う 行

為 が 可 能 で あ る こ と か ら 男 に の み 攻 撃 ＝ 罵

倒 語 （ ＝ f u c k ) を 使 う 権 利 が あ る こ と を

暗 に 示 し て い る と 言 え よ う 。  

ま た 語 用 の 面 か ら は 強 意 の 意 味 に 着 目 し

小 笠 原 （ 2 0 1 3 ） の s w i t h e や f a s t の

意 味 変 化 を 手 掛 か り に 、 f u c k が そ れ ら と

同 じ よ う な 意 味 変 化 を 起 こ し て い る こ と に

つ い て 述 べ た 。 つ ま り 、 こ の 単 語 は 元 の



79 

「 〜 を 打 つ 」 と い う 意 味 か ら 派 生 、 意 味 飽

和 を 起 こ し 現 在 の 強 意 の 意 味 に 至 っ た と 考

え ら れ 、 こ れ は ま た s w i t h e や f a s t の

パ タ ー ン に 当 て は め る と 強 意 の 意 味 の 次 に

新 た な 意 味 を 獲 得 し て い く こ と が 推 測 さ れ

る 。 こ う し た 言 語 の 変 化 を 予 測 す る こ と に

よ っ て よ り 早 く 言 語 の 変 化 に 気 づ く こ と が

で き 、 ひ と つ に は そ れ を A I な ど の 言 語 シ

ス テ ム に 取 り 込 ま せ よ り 人 間 に 近 い コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン を と る こ と が 可 能 に な る こ と

が 期 待 さ れ る 。 ま た ふ た つ 目 と し て は 当 初

の 意 味 か ら 離 れ て い く こ と が 男 女 差 別 が 解

消 さ れ て き て い る 一 種 の 指 標 に な る の で は

な い か と 予 想 さ れ る 。  


