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話法の境界上の 言葉
一

疑似直接話法に つ い て

新　井　美智代

　本 論 で は ，ま ず 疑 似 直 接 話 法 （Heco6cTBeHHo 一

叩 HMaH 　pegb）が ， 他 の 二 つ の 話法 ， す な わ ち 直接話

法 （IIPHMaH 　pcgb）及 び 間接話法 （KOCBeHHafi 　pei｛h ） と

同じレ ベ ル に あ る話法 と し て 分類 で きる の か に つ い て

考察し，次 に 話法 の 境界 に 関す る問題提起 を行 う。

1．用語の 問題 ：疑似 直接話法 と半直接話 法
1

　形 式的 な 定 義が 周 知 の もの と な っ て い る 直接話法や

間接話法 と は異 な り， 疑似直接話法 と半直接話法 に つ

い て は原則的 な形式 Lの 定義 を確認 して お く必要が あ

る。《PyCCKHM ”3blK．3HUHK．qone ！lMH》で は疑似颪接話

法 は次 の よ う に 定義され て い る 。

疑似直接話 法 は間接話 法 と同様 に 作 者の 言葉 に属 し，全 て

の 代名 詞 と動詞 の 人 称 形 は作 者の視点か らの もの とな る が ，

同時 に疑似 直接話法 に は，直接話法の 言葉の 明 らか な語彙

的 ・統 語的及 び文 体 的 特徴が 見 られ る。疑似 直接 話法 は，

発 言 の動 詞 に導 か れ る 従属 節 で は な く，独立 した 文の 形 を

とる （／
〜

yCCffutiπ 3配κ ，9NUUk’．tone ∂uκ 267 ）。

　ク リ ュ チ コ フ とマ ク シ モ フ は疑 似直接話 法 を次 の よ

うに 説明して い る。

他者の 言葉は，（直接話法や 間接話法 に お け るの と異 な り）

他者の 言葉が 発 さ れ た と い う事実や そ の話 し手 を指 ア1｛す る

言葉 に よ っ て も ， また （直接話法や 叙述 に 直 接組 み 込 ま れ

た 他者の 言葉 と異な り）代名詞の 交替 に よ っ て も， （間接

話 法 にお け る の と異な り）従 属節 を示 す 特別 な 形式 に よ っ

て も 作 者の 言葉 と の 境 界 を示 さ れ ず，そ れ と溶 け 合 う。

ぐ
・・〉 疑似直 接話 法 は 独 自の 統 語的 形式 を持 た な い 。代名

詞の 使 い 方 は そ れ を間接話 法 に 近 づ け，他者の
’t

葉 の 特徴

を 比 較 的 自 由 に 伝 え る 点 に お い て は 直接話 法 に 近 い

（KPK｝qK 〔〕B
，
　fviaKCHMOB　1ア3）ワ

的 だ が，直接 話法 とは 異 な り，一
貫 した 作者の テ ク ス ト と

分離 は し て い な い 。〈…〉 間接 話法 の 最 も典 型的 な 特徴 の

中で 半直接 話法が 保持 して い る の は人 称の カ テ ゴ リ
ー

の 交

替 だが，しか しなが ら人称 形 と代 名詞 が 三 入称 に 限 られ て

い る点 に お い て，間 接 話 法 と は 異 な っ て い る （∫  oc καπ

apaif ．幅 amUita ： 2，995）D

と して い るが ，

一
般 に ロ シ ア 語文法 で は

「
半直接話

法 1 は ，

「
動詞 と代名詞の 人称形 が 直接話法 の 規範 に

従 っ て 用 い られ，統 語 的 に は 間 接 話 法 と 同様 に 従属 節

の 形 を と る 」 も の を 指 す （∫⊃yoo κ抛 　H3bl κ．

こヲHqu κn 〔〃 zθ∂aff　267）o

ユ

　 こ の よ うに ロ シ ア語 に は直 接 話 法 と間 接 話 法 の 特 徴

を言 わ ば 表裏 の 形 で併せ 持つ 二 つ の 話法 が認 め られ て

い る 。 す なわ ち独立 した 文の 形 を と りな が ら ， 伝達者

（語 り手） の 視点 か ら人 称 形 が 決 定 さ れ る疑 似 直 接話

法 と ， 従属節 の 形 を と りなが ら ， 想定 さ れ る原発言 の

人 称形 を保 つ 半直接話法で あ る 。従 っ て ロ シ ア 語 に お

け る 四 つ の 話法 の 典型 例 は 次 の よ う に な る 。

直接話法 ：OH 　CKa3a 謂： ・ Aille　 x （〕』OAHC），〉．

間接話法 ：OH　CKa3a ．1，9T〔〕 eMy 　xo．qo）IHo，

疑似直接話法 ：EMy 　xo ．lo ，τH 〔1．3

半直接話法 ：OH　cKa3a ’1
，
　HTO 　MHe 　xo ．ffonHo ．

　た だ し半直接話法 は 《：皿eCKaTL 》《MO 」》な ど他者 の

発 言の 引 用 で あ る こ と を示 す助詞 を 用 い な い 限 り文法

的 に は誤 り と さ れ て い る。一
方疑似直接話法 は ロ シ ア

文学 に お い て 登場人 物 の 発言や 思考 を示 す 手法 と して

広 く用 い られ て お り，以 下 こ の 話法 を中心 に 議論 を進

め る 。

2．疑似 直接話法 の 位置

　チ ェ コ ス ロ バ キ ア ・ア カ デ ミーの 『ロ シ ア語文法』

は，こ の 話 法 に
「
半 直 接 話 法 no．lyTIPHMaH 　peqb」 とい

う用語 を 用い
，

半直接話法 は 直接話法 と 問接話 法両 方の 意味論 的及び 形 態

的特徴 を併 せ 持 つ 。直 接話法 と同様 に 導入 文 の 有無 は任意

　上述の 定義は ， 疑似直接話法 を
「

直接話法 と間接話

法 の 間 に あ る話 法 」 と見 做 し て い る と考 え られ る。ま

た 疑似直接話法 に 相 当 す る 英語の 自由 間接話 法 （free

indirect　speech ）に 関 し て 言 え ば，　 G ．リーチ と M ，

シ ョ
ートは 言 葉 の 伝 達 の 諸形 式 を

一
直線上 に 並 べ ，自

由 間接 話 法 を 直 接 語 法 と 間 接 話 法 の 間 に 置 い た
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（Leech，　Short　324＞。 さ らに M ．ス タ ン バ ーグ は 「
直接

話法 の 形式的特徴 は ， 伝達 され る言葉が統語的 に もダ

イ ク シ ス に 関 して も枠組 み か ら独立 して い る こ と で あ

る 。 自由間接話法の 形式的特徴 は ， 統語的 に は 独立し

て い る が，ダイ ク シ ス に 関 して は （少な くと も代名詞

に 関 して は） 従属 して い る こ と で あ る。間接話法の 形

式的特徴 は ， 統語的 に もダ イク シ ス に 関して も従属し

て い る こ とで ある 」 と い う簡潔 か っ 明瞭な 形式的な 定

義 を提示 して い る （Sternberg　68）。4

　 しか し こ れ ら の 定義や説明 に は 見落 と され て い る重

要 な点 が あ る。そ れ は
「
統語的 に は 独 立 し て い る が ，

ダ イ ク シ ス に 関 し て は （少 な くと も代名詞 に 関し て

は）従属 して い る」 文 とい うの は ， 伝達者 の言葉，文

学作品 で あ れ ば語 り手 に よ る叙述 に もそ の ま ま 当 て は

ま る と い う こ と だ。こ の 点 に 関し て は M．コ フ トゥ

ノ ーワ が 興味深 い 議論 を展開 して い る。

あ る定義 に よ れ ば，疑似直接話 法 は 直接話法 と 間接話法 の

中間に 位置 し，直 接話法 と問接 話法 の 「境 界上 に 」 あ る現

象だ と 言う こ と に な る。だが そ の よ う な定義 は 不完全だ と

い う欠点が ある。第
一

に ，そ の よ うな定義が 十 分 な根拠 を

もっ て 関係付け られ るの は あ る種の 疑似直接話 法 に 限 られ，
第二 に ， その 種 の 疑似直接話法 の 範囲内 に お い て さ え，そ

れ は 形 式 的 な 特徴 だ け に 基 づ い て い る か ら で あ る

（1〈OBTyHeBa 　18）。

疑似 直接話 法 は ，「
［自接話 法 と 間接 話法 の 境界 」 で は な く

直接話 法 と作者 の 言 葉の 境 界．ヒに あ る （TaM 　He ．20）。

　疑 似直接話法 に よ る言葉 は ， それ が 誰 の 言葉 で ある

か に つ い て ， 例え ば 挿人 句 な どの 形 で 示 さ れ て い な い

限 り， 形 の 上 か らは その ま ま語 り手 の 直接話法 の 言葉，

す な わ ち叙述の 言葉 と変わ らな い こ と が 多 い 。従 っ て ，

所与の 言葉が 語 り手 自身 の もの で は な く，登場 人物 の

言葉 で あると確認 されて 初 め て それ は直接話法 と間接

話法 の 問 に 存在する と 言 え る の で ある。そ れ に 対 し直

接話法 と 間接話法 は 文脈 に 関係 な く，か な りの 程度 に

お い て 形式的 に 判断で き る。こ の 意味で 疑似直接 話 法

は直接話法及び間接話法 と同 じ レ ベ ル で 分類 す る こ と

は で き な い ♂

　で は文学作品の 叙述 に 組み 込 まれ た 言 葉 が ， 純粋 に

語 り手 の もの で は な く ， 疑似直接話法 に よ る も の で あ

る こ と を確 か め る に は，何 を指 標 に す れ ば良 い の だ ろ

う。コ フ トゥ ノーワ は 次の 項 目 を挙げて い る♂

  時制

  会話体的特徴 と 情緒的表 現 （間投詞　感嘆 ， 疑問 ，

　強意，指示等 を示す小詞）

  出来事 へ の 疑 い や 確信 の 表 現

  言葉 が 登場人物 に 帰属する こ と を示す叙述の 言葉

  登 場人物 が しば し ば用 い る 表現

  意味内容 か ら登場人 物 の もの と 考 え られ る言葉

  反復 や倒置

　 ま ず  に つ い て だ が
， 疑 似 直接話法 は原 則 と し て 相

対的な時制 を用 い るの で ， 過去形で な さ れ る叙述 に 引

用 符 な しの 現 在形 や 未 来 形 が 表 れ る とき，そ れ は 疑似

直接話法 と見做 す た め の 指標 に な る 。 た だ し コ フ トゥ

ノーワ も指摘して い る よ う に，疑似直接話法 で な くて

も，出 来 事 を あ た か も今 ， 目の 前 で 起 き て い る か の よ

うな 印象を与 え るた め ， 叙述が 現在形で 為され る こ と

もあ る。ま た そ もそ も叙述 が 現在形 で 為 さ れる作品で

は 指 標 とな ら な い し tl 原発言 に 過 去形 が 用 い ら れ て

い れ ば ， 疑似直接話法 で もそれ は 保たれ る。つ ま り時

制 は 指標 とは な り得 て も絶対的 で は な く，それ が 疑似

直接話法か 語 り手 に よ る叙述 か を判断す る に は内容 や

文脈 に 依拠せ ざ る を得ない。  の会話体的表現 も ， 語

り手 が そ の よ うな 表現を使 わ な い こ と が 前提条件 とな

る。  は   に 含 め ら れ よ うが
，

い ずれ に せ よ文 脈 な し

に は判断で き ない 。  も作品全体 に表 れ る登 場人物の

直接話法の 言葉 を 参照す る必 要が あ る。  も  と同様

そ の よ うな表現 を 語 り手が 用 い ず，か つ 内容か らそ れ

が 登場人物 の もの で あ る こ と を確か め ね ば な ら な い
。

唯
．一

  が 存在す る と き ， あ る表現 を疑似直接話法 と客

観的 に 判断す る根拠 とな る 。

　こ の よ う に疑 似直接話法 は ， そ の 内容 あ る い は そ れ

が 使わ れ た 文脈 を参 照 せ ず に は 同定で き な い もの で あ

り， そ の 点 で 直接話法や 間接話法 とは 質的に 異な っ て

い る 。 そ れ は直接話法 と間接話法 の 境界上 に あ る と と

も に，登 場 人 物の 直接話法の 言葉 と，語 り手 の 直接話

法の 言葉 の 境界上 に もあ る，つ ま り二 つ の境界 に関わ

る話法 な の で あ る。

3．話 法 の 境界

　要す る に，あ る表現 が 直接話法 の 独 立 性 と間接話法

に お け る人称 の従 属 性 の特徴 を併せ 持 ち ， しか もそ れ

が 伝達 され た 言葉 で ある とす れ ば，そ れ は疑似直接話

法 で あ る と見 做 さ れ る こ とに な る。で は こ の よ うに 確

認 さ れ た 直接話法 ， 疑 似直接話 法 ， 間接話法 とい うカ

テ ゴ リーは明確 な境界線で 区切 られ て い る の だ ろ うか 。

言 い 換 えれ ば，間 接 話 法 の 中 に 直 接 話 法 や疑 似 直接話

法 に 特徴的 な要素 が 入 り込 む こ と は無 い の だ ろ う か 。

　 こ の こ と に つ い て は，話法 とい わ ゆ る声 との 問題 を

絡 め て，規範的 な直接話法 と間 接 話 法 とを厳密 に 区別
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す る見方 が存在す る。 例え ばパ ード ゥ チ ェ ヴ ァ は 次の

よ うに 述 べ て い る。

間接話法 の 文 と は ，ひ と ま と ま りの 言説 で あ D，話 し手 は，

自己 基 準的 な 要素全 て の 所 有者 で ある、直接話法 の 文 に は

二 つ の テ クス ト，二 つ の 言説が 有 り，それ ぞれが その 話 し

手と受信者を 持つ 。導入 文の 主語 は，その 話 し手 が 自身の

領域 で担 うの と同 様 に，自 らの 領 域 に お い て は 自己 の 役割

を担 う。こ の 話 し手 の 領 域 は 導 入 文 に 限 定 さ れ て い る。
［伝達 され る］ テ ク ス トの 自己 基 準 的 な要 素 を支 配 す るの

は も は や 導 人 文 の 話 し手 で は な く，そ の 主 語 で あ る

（Han／VHeBa　338）。

　 こ の よ うに 情緒的表現 の 担 い 手や ダ イ ク シ ス の 基準

点 を ， そ の 文 全 体 の 発言者 に 限定す れ ば，間接話法 に

お い て ， 想定 され る原発言 の 情緒的要素 は 排除 さ れ，

ダ イ ク テ ィ ッ ク な表現 は話 し手 を基準 とす る もの に 置

き換 え られ る こ と に な る。

　 こ れ に 関 して は ヴ ォ ロ シ ノ ブ も同 じ見解を持 っ て い

る と思わ れ る 記述が あ り，ス タ ン バ ー
グや マ ッ ク ヘ イ

ル か ら 疑 問 を 投 げ 掛 け ら れ る こ と と な っ た

（Sternberg　75・．76；McHale 　261−63）D 問題 とな るの は ，

『
マ ル ク ス 主義 と言語哲学』 の 第三部第三章に お け る，

A ，M ．ペ シ ュ コ フ ス キー
の 間接話法 に 関 す る主 張 へ の

批判で あ る。

もしペ シ ュ コ フ ス キーが，文法的規則 の み を遵守 しなが ら

直接話法 を間接話法 に その まま置 き換 え る とい う同 じよう

な 実 験 を フ ラ ン ス 語で 行 っ た と し て も，結果 は 同 じ だ っ た

ろ う。〈…〉 直接 話法 と疑 似直接 話法 に 適 し た
一

連 の 語，
表 現，言 い 回 し は，間接話 法の 中に 移 され た とき奇妙 に 響

く も の な の だ （Bo．1011JHHOB　l24）。
ペ シ コ．コ フ ス キ

ー
の 独自の 実験は，彼が 間接話法 の 言語上

の 意味そ の もの を完全 に 無視し て い た こ と を証明 す る。そ

の 意 味 と は ， 他者 の 言 葉 の 分 析 的伝
・
達 で あ る （Ta、I　 me ，

125）。

言 うま で もな く， 話 し手 の 意向 を構文 や 構文 に よ る 強調で

表現 し た もの は ，直接話 法か ら その ま まの 形で 間接話 法 に

移す こ と は で きな い 。例 え ば，疑問文，感嘆文，命 令文 な

どの 構文上 の 特性や 強調上 の 特性 は，間接話法 の 中で は保

た れ ず，そ の 内容面 の み に 示 さ れ る （TaM 　 lle．126）。

　しか しマ ッ クヘ イル も指摘して い る よ う に，ヴ ォ ロ

シ ノ ブ は こ の 主 張 の 直 後 ， そ れ に 矛 盾 す る間接話 法 の

ヴ ァ リエ ー
シ ョ ン ， つ ま り 「

言 語分析 的 ヴ ァ リ エ
ー

シ ョ ン 」 を 示 して い る 。 こ れ は
「
他者 の 発話 の 主 観

的 ・文 体 的性 格 を特 徴 づ け て い る語 や 言 い 回 し も ， 表

現 と して 間接話法 の 中に 導 き入 れ る」 とい う もの で あ

り ， ドス トエ フ ス キー
の

「白痴 』 か ら ， 次の よ うな例

が 挙 げ られ て い る （TaM　He ．129）。

Oll　 Ha 山 e』 ee （T．　 e．　 HacTac脚 ΦH、lnl1冂oBHy ）BcecToHH 朋 ，
1匸oxo 冫KeM 　Ha 　c〔〕Bep 田 eHHoe 　nc〕Mc1Ha

「
re調bcTBo ； oHa 　BcKpHK 目Ba 」at

皿Po” a．叮a，　 KPHqa凋a，　 HTo 　I〕ol’oHHm 　cTtpHTaH 　 B　ca 皿y，　 y　HHx 　me 　B

A。Me ，・畳TO 　 OHa 　 cetiqac 　 B 順 e．na ，9TO 　 OH 　 ee 　 y6beT 　 HOq 脚 ＿
3ape 氷 eT ！

　 これ は 間接話法 で ありなが ら，言葉 の間を示 す多重

点や 感嘆符 な ど，通常，直接話法や 疑似直接話法 に 見

ら れ る表記 を用 い て い る。つ ま りヴ ォ ロ シ ノ ブ は疑似

直接話法 に近 い 間接話法 ， あ る い は そ の 両者の 境界上

に あ る表現 を認 め て い た。実 は ヴ ォ ロ シ ノ フ に よ るペ

シ ュ コ フ ス キー
の 批判 は ， 直接話法的な 要素 を含 む 間

接話法 を彼が作り出 し た こ とそ れ 自体 よ り も，そ の 結

果得 られ た 表現 の 奇妙 さ ゆ え に，「
間接話法 は ロ シ ア

語 に 本来的 な もの で は な い
」 と した結論 に 対す る もの

だ っ た 。 ヴ ォ ロ シ ノ ブ は ロ シ ア 語 に お い て 間接話法 と

他の 話法 の 境界 が 曖 昧 で あ る こ と を認 め っ っ も，そ れ

で もな お ロ シ ア語 に は それ 固有の 間接話法があ り， そ

の 本質 は 「
分析的傾向」 で あ る と主張した の で ある。

　間接話法 に 直接話法的あ る い は 疑似直接話法的要素

が 入 り込 み 得 る とい うこ と に つ い て は，H，コ ジ ェ ヴ

ニ コ ワ も
「
絵画的間接話法 」 と い う用語を用 い て 多く

の 例 を 挙 げ て い る （J〈omeBHHKoBa 　l　l8 −2（））。

・敬語 と し て の 三 人称複数形 が 保 た れ て い る もの

CeAo前THxQH，　B　napHKe ，　BblcyHyBu1 回cb レ13 双Bep 囲 Qφ目11HaHTcKo 臼
，

H亅enoToM 　Ao 』o氷 回鵡
匸ITo 　KII月3b 　 noyu θaff）η〜，　 H　Topon ．oHBo 　3aTBopH 、q

aBePb 〔（・Bo員【【a　H　MHP ，）1．

・丁．重 さ を表 す 《・c》が残っ て い る もの

．Mapaba　レlrHaTbeBHa　co エ，6【T［H．aa　eMy 　Ha 　ero 　Bofipoc ，　qTo 　目BaH

（Pcnop 〔〕目Hq 　　y 冫Ke 　　ABa　　qaca ，　　KaK 　　6bluren −c 　　〔（・SpaTbH

KapaMa30Bb1・〉），

・発 音 や イ ン トネー
シ ョ ン を保 っ て い る もの

ApaToB ＜．．．＞　cKa3a 』，　qT （1　 11pH ，leT 　 Hen ρ e − teHHo ．．．
Menpe ．” eHHo ！．．一 目 yHje』 （M ．　C．　TypFeHeB ．（・1くpa．na　M1目川 ・

｛
・1〕．

　 これ ら は 言 わ ば間接話法 と 疑似直接話法 の境界 上 に

あ る 表現 で ，文学作品 に は こ の よ うな 例 は多 い 。

  OHa　ce．la　H【
’
paTb　ts　KapThi 　c　Hem 　ld

’
eneoHoBcKots ｛，　a　MapG ）a

THMoφeeBHa 　yRe．Ta　JIH3き．　 K　 cc6e 　HaBepx ，　 cKa3aB ，　 uT 〔｝ κ α κ劭

nuqa 　Ne 〃zy，　∂onu κ HO 　6ウ‘ηZb，　60．ettm 　　2α 〜08 α　［c／且BOPHHCKoe

rHe3 皿o ，）．　Typre【【eB ： 7，2601，

  ＿OH　 He 　rl・ H 回 Pt｛a．1，　 vm ・ 3α c翩 8僻 ピθ，　Bapr・，・m ∂α伽 ・兄

∂ 脚 ” yiPpa 畷 y3y ，召 κ（lrc．veoen α OHa ，3Haff 　Oθ6π He 御 κ Oti，
6b‘〃 tb 　 no −npe ）k／κ e」IY 　 cno κ ou

’
Hoa

’
，　 n 〔，

・n ρeorCHe κ y ．・tac κ oeOa α
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新井美智代

∂06epvu60 廊 ‘
・
Ntμ f！ ITaM 　me ．176L

  　　　II〔〕』o爪 HB 　pきK｝　K 　K 〔レ3blpbKy ，　oll　IlaK 」 o 正M ．，lcfl　npe 尺　tieia　目

C 叩 0⊂ 剛 ，He 穫照 κ 0 ．ttt　 et｝ ifmo ・
κ U6y ∂b，κ e ．” O．lscem ，iti θ H

c．t．V．71Ctl〃 zδ θ ‘Z2 「1
’・／Xll正Ia　I〈apem ｛Ha・レ．　To ．lcToI ： 8，月 研 ．

　次 の 例 は 疑似直接話法 に 導入 文 が 挿入 され て い る も

の だが，伝達 さ れ る 言葉が 疑問詞で 始 ま っ て い るの で ，

下線部を取 り去 れ ば，《3a ・leM 》以下 は 《c［Ipa 田 目Ba 』 〔〕H

Bce ］
’
」［a》 を主 節 と す る 従属節 に 疑問符 が 残 っ た もの と

見做 せ る。つ ま りこ れ は疑似直接話法 で は ある が 間接

話法寄 りの 位置 に あ る と言え よ う。

  　H ｛， 3aqeM 　lke
， 岬 俶 〃 燃 〜 ‘）n　sce2 ∂σ．3α ・醐   〃zaκ aπ

rタω κκα角 〃zακαπ ρθ’〃 ご1〃観 粥 απ 伽 π Hee 〔〕 u6 〃zo　．w（
1e

　6p 〔1．＋1κ

耀 ακαπ θ fiblcutetj　cmeneHu 　G 廴四 α伽 α兄 ec 即 θ￥α Ha 　CewHoti

吻 κ0 〃ZθP‘，a ∂a，wce 　 a α∂mu 餌 y　 H召3aye ．ifY　 noOout ．’α κακ

ρα3　’nen6Pb κ　 tnalt
’
o．・iりア ‘

’αCy，κ　 mah
’
OU ．覗 UH ｝

，me 　 es θ∂0

丿ノeu3Hti，婀 覦 脚 κ 〃撚 曜 ぎ κa・c／〃ZPOL．H 脚 L・20 α脳 α u κ

η zακ嬉 制 θ κκ or ）6‘
1
〃 ZOHtne ．・rfjc 〃 ZG 〔μ ら nρa κ ‘，脚 耀 κ 〃 zα 〜6 κ 〔〕

tt　・ifOe ．・la 　 θ 翩 ，　 9MCI 　 tscmpezta ，　 np θ tt36ecmtt 　 ‘
．
‘1・Ltoe

ρθ 雌 槻 8肋 Hoe α 0 副 で，ε θ κ で♪n ・ta 〃 ze．・rb κ θ e ∂edic／〃 16u ∈
・

κ α 6c ’σ

の
，db　6y　 eeO 〜 〔・UPC 〔：T き1団 CHHc 旧 laKa3a 刪 c ・．八〇CTOeBCK 卜1M： 6，

501．

　次 に 直接話法 に 近 い 疑似直接話法 の 例 を挙 げ よ う 。

次の 例の 斜体字の 部分 は直接話法の よ う に 引用符で括

られ て い る が，話 し 手が 三 人 称 で 示 され て い る 。 引用

符 は所与 の 言葉 を叙述か ら切 り離す とい う意味 で ，書

か れ た言葉 の 話法 の 重 要 な要素 とな る 、 従 っ て こ れ ら

は 直接話法 と 疑似直接話法 の 境界上 に あ る と言 え る。

 
．PacKOvtbtlHK。 R　B〔，川 α田 eBc）1。　KO ・1HaTy 目 cTa ．1　 ”ec／pe，IH　ee ．

賦ノ7vt　ff　tte2r
）　OH 　eopr ）Mtt．・ICκ 　cκ）∂α〜・〉 〔

「
raM 洞（e．326）．

  　ノla，0旧 1嚇 BcTBOHa 調 C照
・

pa3，Ψ 「0，　 Memc
’
r　 6hlTb，

ノLe跳cTBHTe 川 川 o　 Bo3tlellaBL｛』目T 　C し〕Illo，　 H　HMell 【【o　 Tencpb ，　 K〔｝阻 a

C 几e，Ta ，尸l　ee 　HecqacTHCC ．

t・3aEte．it　xo ∂tt．・1　（）κ κ κ eti 　np ‘）camb 　ee 　c．・！e，3 〜 3ave．it 畷 v 〃 zα κ

Heo6x 〔1∂僻 （♪ 3aE ’∂‘〃 Zl声L・E！．，’‘．♂’．二励 〜 0 ，π σ伽 〔）CMb ！ゆ 〔TaM 氷 〔
’．

326 ：1．

  OII　 pa3
「
団 cl田 ．I　 Hcx』 10鼠oBy ，・1To 　 o刪 Bce 　 Bb ：c．膃 Hbl 　 H

3aK 』 K）9eHbl 　B 　TK ）pbMy 　3a 　To ，　HTc ，　｝　HHx 　He 　Db 「調 o　IlaqlopT ｛〕B，

HaCHopTa ポ e　｝，　IIHx　6b［．IH，1｛f）・Tl）．］bK 〔〕］lpOcpOHeHbl 　He，lle』H　Ha 皿Be．

βc脚 漉 20 ∂ 6ntethiU　maff 　 npocp 〔〕1鰤 ‘ nacnOi ）广na，α Httveeo

He　 e．3ttCft’Ut」a・ttヱ，α κ b‘κ ve　 6況 2召 0α 60 們 6〃脚 磁 ．v （ICfft4

3∂80 δ　∂ep，7rcaηn，　 κακ　　npc／‘
・
〃τ｝
・
〃κμκ06 　〔｛・B ⊂）CKpeceHHe ゆ．

T 〔MCTo 函： 13，　 IS6 −87 ）．

　最初 の 文 は 通 常 の 問接 話 法 で あ る、次 の 下 線 部 は ，

話 し手を含 む 人々 が 三 人称複数形 で 指 し示 さ れ て い る

の で 疑似直接話法 と考 え られ る。それ に 続 く斜体字部

分 は 先行 す る 文 と の 関係 か ら疑似直接話法 と解釈 さ れ

るだ ろ うが，話し手や聞き手を指す代名詞 が存在 しな

い の で ，結果的 に 直接話法で 伝達 され る もの と同 じ に

な っ て し ま うの で あ る。

　話法 の どの 位置 に存在 す るか 解釈 に よ り変 わ る もの

も ある。

1  　　　．，rlH3a　CU6pa ．iHCt，　c　．rtyx エ，M 　目　e6i，HB ［1』　eMy ，　UTO 　He 　Mo 氷 CT

6blTb　et’e　氷 eHo 薀．　OH　HblC、1きHla丿1　 ee ノ［〔レKoHua ，　 cTo 月　K　He 自　6〔｝Ko  霍

H　llanB｝1HyB 　lla　．io6　山 調月ny ；　Be 不 』HBO ，　HO 　H3MeHel1Hb1M 　「O．IOCOM

CilpoCM 　 ee ： noc ／tθONee ／ttt　 v伽 ee 　 C．20 θ〔） uHe 　no ∂（躍 ．Ut　ON

leM ・Htlの ∂b π o仔o ∂α κ no ∂〔冫6κ odi　 nepe ．−teHe θ ee ．ifblcnπx 〜

い・八Bop 月 HcKoe 　 FHe3 皿o ゆ．　Typl　eHeB ： 7，20
「
　O ．

　原 発言が 《川 》を用 い て tsり， 《11エ〕cme 川 ee 川 ＿，　 He

ltO．qa．胴 H＿？》で あ っ た と す れ ば，こ れ は 直接話法 に 近

い 疑似 直接話法 と い う こ と に な る 。

一
方原発 言 は

《川 》 を 用 い て い な か っ た と考 え る な ら ば ， こ れ は間

接疑問文 に 近 い 。つ ま り間接話法 に近 い 疑似直接話法

と なる。

　 こ こ に 引用 した 例 と直接話法，疑似直接話法，間接

話法 と の 関係 を図示 す れ ば く図 1＞ の よ うに な ろ う。

　文学作品に は，複数 の 話法の 特徴 を併 せ 持 つ 表現が

多 く観察 さ れ る。言葉を伝 える 形式，すなわ ち 話法 は

明確 な境界 で 区切 られ て い るの で はな く，多 くの 表現

が そ の 境界 ヒに 存在 す る の で あ る。

4．結論

　 ロ シ ア 語の 疑似直接話法で は 原則 と して相対 的な 時

制が 用 い られ る た め ， 疑似直接話法 と直接話法 の 境界

が不 明 瞭 に な る例 も 多い 、，

　 ロ シ ア語に は非文法的な半直接話法 は別に して ，直

接 話 法，間 接 話 法，疑 似 直 接 話 法 とい う三 つ の 話 法 が

認 め られ て い る。しか し疑 似 直接 話法 に 関 して は ， そ

図 1

間接話法      

　　　　　　 

　　　　　　 

疑似直接話法   　   　  

　　　　　　 

直接話法
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話 法 の境 界 ヒの言蘂

れ が
「
伝達 され た 言葉」 で あ る こ とが 確認 さ れ て は じ

め て 成 り立つ と い う意味で
， 他 の 二 っ の 話法 と は 質的

に 異 な る。また 疑似直接話法 は ， 直接話法 と間接話法

の 間 に 位置 し て は い るが ， そ の 境界 は 曖昧で あ り ， 直

接話法 と疑似直接話法 ， あ る い は 間接話法 と疑似直接

話法 の 特徴 を併せ持つ 表現 も頻繁に 用 い られ て い る 。

つ ま り話法 は な だ らか な グ ラ デー
シ ョ ン を成して い る

と筆者 は 考 え る 。 直接話法 ， 間接話法 ， 疑似直接話法

の 三 つ は そ の グ ラ デー
シ ョ ン に お け る典型的， あ る い

は規範的な もの な の だ。そ し て こ れ ら規範的な 話法 だ

け で な く， そ の 境界上 に あ る 表現 も文学作品で は広 く

用 い られ て お り， それ ら は様 々 な効果 を生 み 出 し ， 作

品 を よ り一．．層 表情豊か な もの に して い る の で あ る ♂

　　　　　　　　　　 （あらい 　 み ち よ・同志社大学）
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　 M ．： lio−lbtlla月 pocc｝償cKa 月　yHuHKmone 皿L｛s｛，　199ア．

To．［CTotl，　JI．　H．　 Co6P．　 co ・t．tt　 6　 22 −x 　 MOMex ．　 从 ．：

　 Xy八工〕凪 ecTBeHHaH ．［HTepaTypa ，1978．．85．

TypFeHeB ，　M ，　C，ノlo．tH ．　co 　6p，　cov ．　u　nace ．ff； 628 ・．ntt 　mo ．ルtα x．

　 Coy．tt　 615 −
〃 tU　 m （m α x，，N，1．；．rl．：目阻

・Bエ，　AH 　CCCP ，1960一

　 68 ，

yc囗eHCK 曲，5．　 A．　 llosmaffa　ifθ．−tno，’tuquu ．巡．： MCKyeCTBe，

　 19ア0．邦訳 ：ポ リ ス ・ウ スペ ン ス キ イ
『
構成の 詩学』 Jl「

　 崎浹 ・大石 雅彦訳 ， 法政大学出版 局 ，
1986．

新 井 美 智 代
「

意 識 に 響 く言 葉 」，

『C．laBMaHa 』
IO　 q995 ）：

　 129−39．

　 注

　 ロ シ ア 語の 疑 似直接 話 法 に 相 当す る もの に っ い て は，当

　 該 の 言 語 や 研 究 者 に よ っ て，描 出 話 法 （represented

　 speech ），体 験 話 法 （erlebte 　 Rede ），自 由間 接 体 （style

　 indirect　libre）な ど様々 な 名称 が 使わ れ て い るが，こ こで

　 は ロ シ ア語 に 関 して は疑似 直接 話法 ，英 語 に 関 し て は 自

　 由 間接 話 法 と い う用 語 を 用 い る。な お E ．パ ー
ド ゥ チ ェ

　 ヴ ァ は疑似 直接話法 と 自由間接 デ ィ ス コ
ース （CBO60nHb −

”
i

　 KoCBeHH 曲 川 CKypc ） とを 区 別 し，後 者 を伝 統的 な 所謂 三

　 人称 や
一

人称 の 叙 述 と対 置 さ せ，語 り手 が 姿 を表 さず，

　 疑似 直接話 法 をその 特徴 的 な もの とす る叙 述の ス タ イル

　 を意 味す るもの と して い る。
26 ．ウ ス ペ ン ス キーは こ の 半直接 話法 に

「

疑似直 接話 法」

　 と い う 名称 を与 え，疑 似 直接話 法 は，登 場 人 物 の 思考 を

　 作者 が加 工 した
「
内 言 BHyTpeHH 朋 peUb」 あ る い は

「

内的

　 独 白 BHyTpeHHHn 　 MOHo ．［or 」 と し て と ら え て い る

　 （yCnell⊂K艙 59）。一・方 《PyCCKa月 1
・
paMMaT 照 a》に は こ の

　 意 味で の半 直接話 法 へ の 言及 は ない 。恐 ら くこ の 話法 が

　
一

般 的 に は誤 りとされて い るため と思 われ る。

　 疑似 直接話 法 は
一

人称 の 語 り乎 に よ る 作 品 に もし ば し ば

　 独 白の 形 で 用 い ら れ，そ の 場 合 は 《MHe 　 xo．oenHo ．》 と な

　 る が，本論 で は通 常 の 直接話 法 と 区別 す る た め，い わ ゆ

　 る
「
三 人 称 の 語 り手」 に よ る典型 的 な疑 似直 接話 法 の 例

　 を 示 した。
“

た だ し ス タ ン バ
ーグが こ の 定義を提示 した の は ， そ の 不

　十分 さ を後に証 明 す るす る た め だ っ た 。

S
こ れ は 間接話法 が 必 然的 に そ の 主 節 に よ っ て ， また 直接

　 話法が 導入文 や 引用 符 に よ っ て ， 伝達 され る 言 葉 で あ る

　 こ と が 明示 さ れ る の に 対 し，疑似1自：接話法 は そ れ が 示 さ

　 れ な い こ とが 多 く，さ ら に 人称 代名 詞 や動 詞 の 人称 形 が

　 語 り手の 視点 か ら 決 定 さ れ る こ と に 起 因す る。そ の 結 果

　 語 り手 の 言葉 と の 区別が 曖昧 に な る こ と が こ の 話法 の 面

　 白 さ で も あ る 。 ち な み に 導入 文 や 引用 符 を用 い ず に 人 称

　 と時制 は想定さ れ る 原発 言の もの を保ち なが ら叙述部 分

　 に 埋 め 込 まれ る直接話法 （ク リ ュ チ コ フ とマ ク シ モ フ の

　 用 語 で は 《He 冂ocpe ．acTBeHHoe 　 BK ．qrcueHHe 》，英語 で は
一一般

　 に 〈free　dir  t　speech 》） も語 り手 の 声 と の境 界が 曖昧 に

　 な る た め ，疑似 直接 話法 と似 通 っ た 効果 を もた ら す こ と

　 は 興味深 い 。
tt

な お こ れ らの 指標 は 全 て を網羅 して い るわ けで はな く，

　 また 絶対 的で もない こ と を，コ フ トゥ ノーワ 自身 が 強 調

　 し て い る （KOBTyHOBa　27＞。
’K）．カ ザ コ フ の 中 編

「
青 と緑 』 の 叙述 は

一
人 称 の 語 り手 に

　 よ っ て 現 在形 で 進 め ら れ て い くが ，随所 で 疑似 直 接話 法

　 が 効果 的 に使わ れ て い る。詳細 は拙 論 を参照 （新井 129−

　 39）。
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H

疑似 直接 話法 （自山間接
．
話法） の もた らす 効果 と し て

一・

　　般 に
「
ア イ ロ ニ ー−1 と

「
共感」 が 挙 げ ら れ る 。こ れ は 発

　　言 を表現 す る場 合 と思 考の 場 合 とで は 傾 向が 異 な る よ う

に 思わ れ る が ，い ずれ に せ よ 作 品 の 内容 あ る い は 文 脈 如

何 に よ る。こ の 問題 は 極 め て 興味 深い もの だ が，紙幅 の

都
．
合上，稿 を

．
改 め て 考 察 し

．
た い n

MMTIie　APAM

norPaHHqHble　cJlyqaH 　nePe 双aqH 　 1
｛y】優｛o 凾 PeqH

　　　　　　　　　　　　　　（oHcco6cTBeHH く｝一冂p月Mo 角 peqH）

　　　CgMTaeTcH ，
　YTo 　TaK 　Ha3tsTBaeMaA 　（〔Heco6cTBeHHo −Ilp ，IMa ｝I　peyb ＞〉 （r匸o−aHr’』 H前cKH く｛free　indirect　speech ゆ　臨 叮H

く、represented 　speechl 》，冂o一ΦpaHLIy3cKH（｛style 　indirect　tibre” ）3allHMaeT 　npoMe ΣKyToqHoe 　I
．
K〕．，，lome ｝｛ne 　Me 爪 ユy　TIPHMOii 　 H

KocBeHH 〔〕員 peublo ．　Ho ΦopMa ．．cbHb 【e　oco6eHHocT レI　 Heco6cTBei ．IH（．）・IlpflMoil　peHH　 cocTOHT 　B　 ToM ，　qTo 　 B　He前 HeT

cHHTaKcMuecK （）1
’
o 　］［oA 【．田 T］el｛H月

，
　 KaK 　B　HpHMo 営　perH，

　 a　no 　KaTer 〔〕pレ｛目　，1Hua　Ha6りIKj皿aeTcH 　noユq｝1HeH レle　，、IM］1》．．
「
paccKa3qHKa，

KaK 　B　KocBeHHoM 　pe・亅匹 31．Ia・旧 T
，
　oHH 　oTHocflTcH 　 H　K　HoBecTBoBaH 目K〕 paccKa3・｛HKa ．冂03ToMy 　B凵cKa3b 旧 aHレle　MONXH 〔l

cllMTaTL 　 Heco6cTBeHHo −rIp月Mo 前pe吐…blo　T（MbKo 　B　ToM 　c，、叮yHae，　ec．，M 　no　ero　 c〔〕五eP7KaH 田 o　 H〔〕皿TBcPH く．qaeTc 月 To ，　 rTo 　oHo

ecTb 　He 　Hp｝［MaH 　peqb　paccKa3qHKa，　a　Hepe 皿aHHoe 　MM 日 blcKa3blbaH 回e．　C．le，1〔〕BaTe ．lbHO ，　 Heco6cTBeHH 〔〕
・
［lp，IMyK ） pe匸lb

c．le皿yeT　oT，、叮HqaTh 　oT　冂pflN｛o両　H　KocBel．【HOth　PeqM，　KoT 〔エp｝
．「K）　Mo ）KH （） B　np 剛 11【回珂e　orlpc4e、．．

．
tHTIi　tl〔

．
〕ΦopMa ，月卜Hb【M　H

FPaMMaTMqeCKHM 　 ripH3HaKaM ．レiHaqe　 roBoP 月，　 BbK とKa3blBaH 目 e，　o φ（
．
）PM』eHH 〔）e，　 KaK 　Heco6 ⊂TBellHo−rlp月Ma 月 Pegb，　 Hax 〔〕ル ITc ，【

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　u　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
B1 ［poMemyTouEloM　 nonomeHMH 　 Me 氷 皿y　nPHMoH 目 Koc6eHHoH 　pe1［bl．o　rlpH ｝

．「c．1〔〕BM目，　HTO 　oH 〔

．
， 3aHHMaeT 　MecTo 　 MelKny

　　　　　　　り
Peqh卜⊂）fleMcTByloi］．【ero 諏HL正a　レ1　pe瓦｛b｝〔〕　paccKa3HHKa．

　　　TaKHM 　o6pa30M ，　IloM 目M 〔，　 TPaAH 【［｝｛oHHo 　Bbl皿c』flcMbTx　cnoco60B 　rlePe皿a［亅P11｛y｝Ko 眞 peHI1　
一
　冂pHMOIi　peqH，

Heco6cTBeHHo ・rIp月Mo 前 peq｝i　H　KocBeHHo 員 pe’｛H　
−
　cy 匸uecTByK 〕T　TaK ）Ke 　cMe 田 aHHble 　T レi目bl

，
11pHMcpbl 　KoTopblx 　r匸P目 Bo、「田 T

BcBQe 前 pa60Te　H．　A．　KomeBHHKoBa，

　　　06paluaflcb　 K　pa60Ta，M　B．　H ，　Bo．no山 踊HoBa
，
　 c．le以yeT 〔〕TMeTHTb

，
　uTo ，　HecMoTpH 　Ha 　 Kp レITHKy 冂〔IIb 【TK 目 A．踊，

IIeLuKoBcKoFo　llpeBpaT 目Tb 　Ilp月 MyH 〕　pey卜 B 　KocBeHHy 丘o ，　oH，6e3　BcHKoro 　c〔）MHeHMF ，日p目3HaeT 　pa3Mb【TocTh 　rpaH 田 l

Me ）K ，ly　T目naMM 冂epenaul ｛ qy冫KoH 　peqH．　Bo、，1〔〕HMHoB 　yTBepM（nae
「
【
’
，　uTo 　KocBeHHaH 　pe匸匸b　B　pyccKoM　H3b 【Ke ，　TeM 　He 　MeHee ，　　　　　　　　　　　　　　　　り

HMeeT 　 aHa ・几HT 目 qeCK 目レ1　 XapaKTep ．

　　　KaK　rloKa3blBa卜oT 　Hpレ1Meph ］ 目3 』目TepaTypHblx 　riPo レ｛3BeneH ；｛M
，
　pa3Hb【e　THrlbi 　rlepe 皿aq ｝I　LlyMloPl 　pe［］M　neMoHcTpHpyH 〕T

冂ocTelleHHb ［M　 nepex 〔〕、・〔 1〕T 〔1川 10首 cTa 皿HH 　 K 皿Pyro臼，　 T．　e，　diopMHPYIoT　IlocTeneHHy 沿 rpa ムa貝附 o （Ilepex 〔〕皿）．
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