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詩的言語の 意味論的考察

一 文学に お け る 吾語 の 可 能性 とそ の 限 界

磯 谷 孝

　1°

形式主 義の 流れを 汲む V 。 プ ロ ッ プ は リ ン ネ の 分類法に 範 を 求め た が ，

一
般 に ， 分類 と比較 ・対 照は 学問 的方法の 基礎を なす もの で あ る 。 そ の 原埋 は

種差 differentia　specifica 　 l’こ 基づ い て 対象を種 と属の 関係 に 系統づ け る こ と

に あ り ， 最近 ソ ヴ ィ
エ トの 文学研究 で よ く用 い られ る タ イ ポ ロ ジ ー とい う用 語

の 概念 も本来 は 同 じ原理 に 基づ くもの で あ る 。 もっ と も， 後者 の 場 合は uni −

versalia の 追求に 主 眼を 置 こ うとす る 。
タ イ ボ ロ ジ ーの 方法は 発生 論 ， 歴 史主

義 とは 相対 し，現実の 現象 を 動か して い る 内在的機 能の 体系 を探 ぐろ うとす る

傾 向が 強 ま る と と もに 新 しい 方法論 と して 迎 え られ る よ うに な っ た 。 19世紀 の

比較 言語学 か ら20世紀 の 一 般 言語学 へ の 移行 がそ の 好い 例 と い え よ う。 言語学

に お け る タ イ ポ ロ ジ ー的方法は 両者の 過渡期 で あ る 青年夊法学派の 方 言研究 の

中か ら生 れ た が ， ボ ド ゥ
エ ン ・デ ・ ク ル テ ネ は そ の 確立 者で ある 。 こ の 方法 は

ロ シ ヤ で は まず形式主義文学研究の 中に 意識的に 取 り入 れ られ た 。
シ ク ロ フ ス

キ ーの 小説 の タ イ ポ ロ ジ ー
， ヤ コ ブ ソ ソ

， ト ゥイ ニ ャ
ー ノ ブ の 唱えた 「偏差 の

文体論」 な どが それ で ， V ・V ・ヴ ィ ノ グ ラ ー ド ブ も 『文 体論 の 課題 』 の 中で ボ

下 ウ エ ン ・デ ・ ク ル テ ネの 方 言研究に お け る タ イ ポ ロ ジ ー的方法が文学研究 に

大 きな意義を もち うる こ とを確認 して い る 。 あ る一 つ の 作品 は そ れ で 全一 的 な

体系 を な し ， 同 じ作者の 他の 作 品 と相関 して い るが ， こ の 作者の 作品 は 同時代 ，

同流派 の 作家の 作品 と相関 し ， そ れ らは さ らに 先立 つ 時代の 作品 と相関 し うる 。

個別 作品 の differentia　specifica が こ うして 確認 され よ う。 こ の 原理 は プ ラ

ハ 学派 の 二 項原 理 （示 差 的特微に よ る ， 文法的 カ テ ゴ リー内の 辞項の 整理 ）

や V1．　Skali6kaの タ イ ポ ロ ジ ー研究 に もつ なが っ て い る 。

　こ こ で取 り上 げ よ うとす る詩的 言語 も ， 他の 諸 言語 との タ イ ポ ロ ジ ー的連関

の うち に 考察す る必要が あ る 。 諸言語 とい っ て も対す る言語は 日常 的言語で ，

こ の 両者が ざ っ と言 語全 体を 形成 する もの と して お こ う。
ロ シ ヤ の 形式派は 一
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般 言 語学 の 方法を取 り入 れ よ うと L た こ とが一
つ の 特色 とな っ て い るが ， それ

は詩 が 言語の
一

種 ， 「特別 に 組織 され た 言語」 で あ り ， 言語に 即 し て 詩の 本質

を解 明 し よ うとす る な らば ， 言語一 般 の 基本 的性質 ， 構造 に 関す る知識が ， 当

然 ， 特殊 な言語で あ る詩 の 木質を説 明す る の に 役立 ち うる もの と考 えた か らで

あ る 。 もち ろ ん ， 逆 も成 り立 つ 。 ヤ コ ブ ソ ン は プ ラ ハ 時代を振 り返 っ て 詩的 言

語の 研究が 言語 ・般 の 研究を促が した と述べ て い る が ， 言 語 の 機能 構造論 もそ

の 産物 の
一

つ で あ る 。
エ ン ゲ リガル トは 形 式 主義 の 原理 を休系的 に 叙述 した

『夊学史に お け る形式的方法』ω の 中で ， 言語を素材 とす る芸術 で あ る丈学の

本質 を明 らか に す る た め に は ， 1． 一
般 に 芸 術 とい うもの の 原理 ， 2． 素材 と し

て の 言 語一
般 の 本質，3． こ の 言語が い か に 芸術 の 言語 とな り う るか ， を考察

しな ければ な らな い と述べ て い るが ， 正 しい
。

エ イ ヘ ン バ ウ ム は モ ス ク ワ 言語

学研究会 ， こ とに ヤ コ ブ ソ ン の 言語学偏向に 対 し て ， R的論的見地 に 立 っ て 文

学研究 と言語研究の 相違を 強調 した が
，

〔2｝ L記 2 ， 3 の 兼ね 合 い が 問題 に な っ た

の で あ っ た 。 上 記 の ご と く， タ イ ポ ロ ジ ーの 意義 ， 文学性 ．IHTepaTypllocTb 研

究 に お け る
一

般言語 の 研究の 意義を確認 した うえ で 次の 問題 に 取 りか か るこ と

に し よ う。

　2° 一
口 に 言語 とい っ て も ， それ は 色 々 な要素か らな る体系 の 集合体で あ り，

様 々 な角度か ら取 り上 げ る こ とが 可能だが ，

一
番 大 切な の は そ の 記号性で あ る 。

言語を記号 と して 初め て 体系的な叙述 を 完成 させ た の は ソ シ ュ
ール の 『言語学

原論 』
〔3）で ， 彼は 言語学を一 般 に記号 に 関 す る学 ， 記号学 s6miologie の 中に

位 置づ け よ うと した 。 「言語は 観念を表現す る記号 の 体系で あ り ，

… … 〔色 々 な

記号 の 〕体系 の うち も っ と も重要 な もの で ある 。 」
（4）「言語記号 は物 と名 とを連

結す るの で は ない ，概念 と聴覚映像 とを結合す る。 」
〔5）r… …言語記号 は 〔概念 ，

聴覚映像の 〕二 面 を有す る心 的実体で あ る 。 」 「我 々 は 概念 と聴覚映像 と の 結合

を記号 signe と呼ぶ G 」
〔6〕「我 々 は 記号 なる語 を も っ て そ の ま ま全体 を指 さ しめ ，

概念 と聴覚映像 と の 代 りに それ ぞ れ所記 signi 飴 ， 能記 signifiant を もっ て す

る こ とを提議 す る 。 」ω こ の よ うに 成 り立つ 単位記 号は 他の 記号 と次の よ うな二

つ の 関係に お か れ る。

一 つ は 続合関係 rapport 　syntagmatique
， 他の 一 つ は

連合関 係 rapport 　associatif で ， ソ シ ュ
ール は 前者に つ い て は

，
「… …話 の 中

で ， 語 は それ らの 連繋 の 力に よ っ て ， か の 2 個 の 要素を一 時 に 発音す る こ とを

許 さぬ と こ ろ の 言語 の 線的特質に 基 づ く関係を それ らの 間に 取 り結 ぶ 。 要素は

言 の 連鎖の 上に 順 ぐりに 排列 され る 。 こ の よ うな ， 支え と して 拡が りを有す る

とこ ろ の 結合は ， こ れ を統合 syntagme と称す る こ とが 出来 る 。
… …統合内
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に お か れ る時は ， 辞項は そ れ に 先行 す る もの ， 後続す る もの ， も し くは そ の 双

方 と ， 対 立す るこ とに よ っ て 始め て 価値を 得る．1｛8｝と述べ
， 後者 に つ い て は ，

「他方 ， 語 の 外に お い て ， 何 らか 共通 な もの を示 す語は ， 記憶の 中で 連合 し ，

か くて 多種多様の 関係を含む 群が 出来上 が る 。

… …
こ れ らの 同位排列 は 先 の も

の とは 全然類 を異に す る ； こ れ らは 支 え と して 拡が りを もた ない ；そ の 座は脳

髄 の 中 に あ る ；そ れ らは ， か の 各人の うち に 言語 を組み 立 て る内部 の 財宝 の
一

部を なす」〔9）と述べ て い る。 言語記号に 関す る ソ シ p．一一ル の 命題は ， 良か れ 悪

しか れ ， 言語記号論の
一 つ の 範例 とな っ た 。 こ の 記号 学 を 押 し進め ， 厳密で 演

繹的な言語理 論 の 体系を構築 し よ うと した の が イ ェ ル ム ス レ ウ で あ る 。 彼は ソ

シ ュ
ール を 「先達」

圃 と して 認め ， そ の 成果を 踏まえ つ つ 独 自の 理 論 を 作 り上

げた 。 た とえば ， ソ シ ュ
ー ル に よ る と 「統合関係 は 顕 在で あ る ；そ れは 現実系

列 の 中に 等 し く現前す る 2 個 以 E の 辞項 に 基づ く。 之 に 反 して ， 連合関係は 陰

在的記憶系列 の 中に 潜在す る辞項 を 連結す る」圏 こ とに な っ て お り， こ の た め

に と もすれ ば統合関係は その 顕在性ゆえに parole と結び つ けて 考え て しま う

きらい が あ っ た 。 イ ェ ル ム ス レ ウは 記号論 の 考察に お い て こ の 不 手際を 排 し ，

連合関 係を も顕現体 と して で は な く， 可能態 と して 同列に 位置づ けた 。 記 号論

に お け る こ の 統合 Syntagmaticと系合 Paradigmatic の 対 立 は ，

一 般認識論

的見地 か らは 過程 ， 体系 とい う二 概念の 対 立に 帰せ られ ， い わゆ る こ とば の レ

ベ ル で は ， テ キ ス ト Text と言語 Language の 対立 に な っ て 現わ れ る 。
〔12） こ

の 対 立 が分析全体 を二 分 して い る 。 分析 Division， す なわ ち ， 単位 の 分析は ，

統合の 面 で は 区分 ， 系合の 面 で は 分 節 と な り ， 機能 もそれぞれ連 関 と相 関 とい

う用 語で 区別 され た 。 イ ェ ル ム ス レ ウに よ る と ， 記 号は 脈絡的に 意味づ け られ

た 全 て の 単位 ， た とえぽ文 ， 節 ， 語 か ら語根 ， 派生語尾 ，屈折語尾 を も含む 調

さ らに 分析を 進め る と ， や が て は ， た とえば ， 音素に 到達す る が ， こ れ は 意味

を 持た ない の で 記号 で は な く， 記号を形成す る記号素 Figura と呼ばれ る。
（14［

意味の 担い 手 と して の 記号は 表現 と内容 とい う二 つ の 側面を持つ
。 と もすれ ば ，

記号は ， そ れ に よ っ て 指示 され る外在的な実体 と同 一視 されが ちで あ るが ， イ

ェ ル ム ス レ ウ は こ れを 排す るため に 表現 ， 内容 と もに 形 式 と実質に分け ， 記号

は 表現の 形式 ， 内容の 形式 の 合一 と見な し ， 表現 の 実 質 （た と えば物理 的な音

連続）， 内容の 実質 （思考 ， 事物， 要す るに 指示対象）か ら区別 した 。
  表現の

形式の 最終分割単位は 音の Figura で ある が ， 内容の 形式 も ram ＝ he ＋ sheep
・

ewe ＝ she ＋ sheep とい っ た 形 で 分割可能で あ る 。

（16）

　イ ニ
ル ム ス レ ウは 言語の 記 号休系に 関す る理論 が多 くの 学問領域 に も適用 し
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うる こ とを 指摘 して は い る もの の ， 夊学は もち ろ ん 他の 文化領域に つ い て もな

ん ら具 体的 な考察は 行 っ て い ない 調 大体 ， 言語の 事実か ら出発す る とい うよ

り， 思 考形 式の 整合性 に 重 点が お か れ て い るた め ， 個 別 的事実 は 扱い に くい の

が特色 とな っ て い るの だが ， そ の 原則 主義 と演繹的方法 は 現在 の 記号論的丈学

研究 に 大 きな影響を与 えて い る 。 こ の 浙侵に お い て は 事実の 説 明 よ りも 自己 の 理

論 の 証明 の た め の 論 述が 多い の は ， イ ェ ル ム ス レ ウ的特徴が 反映 され て い る た

め とい え よ う。

　3 °

同 じ よ うに ソ シ ュ
ール の 影響を受け なが ら も独 自の 記号論を展開 した の

は ， ロ マ ン ・ ヤ コ ブ ソ ン で あ る 。

圏 彼は モ ス ク ワ 言語学研究会の 主 宰老で ，
ソ

シ ュ
ール に 関す る 体系的知識は 主 に カ ル ツ ェ フ ス キ ー

を通 して 得て い た よ うで

あ る 。 カ ル ツ ェ フ ス キ ーは 1907年ジ ュ ネ ー ヴ に 移 住 し ， ジ ュ ネ ー ヴ学派 と接 し

て い た が ， 1917〜 9年に モ ス ク ワ に 滞在 し ， ソ シ ＝
一ル の 紹介に 努め た 。 ヤ コ

ブ ソ ン の 特色は 常に 詩的言語 の 研究の なか か ら言語一 般に 関す る普遍的命題を

引き出 して きた 点に あ る。 詩的言 語 の 意味記号論的構 造を 体系づ けた の も彼が

は じめ て で あ っ た 。

　形 式派 の シ ク 卩 フ ス キ ー一は r言 葉の 復活』 の 中で 「… …芸術 の 知覚 とは ， そ

こ で フ ォ ル ム … …が経験 され る とこ ろ の 知覚で あ る」
1τ9：と述 べ

， 「芸術の R 的は

『知 る こ と』 と して で は な く， 『見る こ と』 と して もの を感 じさせ る こ とで あ

る 。 また 芸術の 手法 IIPI／leM は もの を 自動化 の 状態か ら引き出す異化 OCTpa −

HeHHC の 手法で あ り ， 知覚を 困難 に し， 長 び か せ る難渋な形式の 方法で あ る」¢
u）

と考え た 。
こ うした 立 場 を 雷語学的 に 明 きらか に した の が ヤ ク ビ ン ス キ ー

で ，

「日常的言語 で は 単語 の 意味的側面 （語義）が音 の 側面 よ りも大 きな役割 を果

す 。
… … こ の よ うに ……

日常的 置語で は 音に は 注意が 集中 しない … …詩語 で は

こ の 事情が 違 っ て くる。 詩 語に お け る こ とばの 音は 意識の 明瞭な揚 に 浮び ヒり ，

注意は そ れ に 集中 され る … …
」  と述べ て い る 。

ヤ コ ブ ソ ン は こ の ヤ ク ビ ン ス キ

ーの 考えを 修正 ， 精密化 した 。
r情動的言語 と詩的言語に お い て は 言語表象（音

声学 的 ， 意味論的表象の 双 方を含め て） は ， よ り大 きい 注意 を 自体に 惹 ぎつ け ，

音 の 側面 と意昧 とのつ な が りは よ り緊密に ，密接に な リ， 言語 自体は そ の た め

に よ り革命的 に なる 。
… …表現 をね らい と した言表 に ほ か な らぬ 詩は ， い わ ば ，

内在的法則 に よ っ て 支配 され る …… 日常的言語 に も情動的 言語 に も固有の 伝 達

の 機能 は こ こ で は 無に 帰せ られ る」e2｝もの と した 。
ソ シ ュ

ー ル の 概念 と 聴覚表

象の 結合か らな る記号 と い う考えを ど う評価 した か は 定か で ない が ， 注 目すべ

き こ とは ， 伝達の 機 能 と い う概念を取 り入れ ，それ に 指示 作用 ， す なわ ち ， 記
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号 と （指示）対象 との 結 び つ き方を 関連 させ て い る点で ある 。
こ の 機能 の 強弱

（日常的言 語で ある か ， 詩的言語 で あ るか ）に よ っ て 記号 と （指示）対象 との

結び つ きが密 に な っ た りゆ る くな っ た りす る 。 と こ ろで ヤ ク ビ ン ス キ ーは 音が

強調 され る と意昧 の 側面が 背景に し りぞ く， と述べ た の に 対 し ， ヤ コ ブ ソ ン は ，

詩で は 言語表象が よ り大 きい 注意を 自体に 惹 きつ け ， 音の 側面 と意味の つ なが

りは よ り緊密に な る ， と述べ て い る の は 矛盾 して い る よ うで あ るが ， 実は ヤ ク

ビ ン ス キ ーの 意味 とヤ コ ブ ソ ン の それ は 性質 の 違 うもの で ， 前者は 具 体的 な場

に お け る伝達 内容 と して の 意味 （外的実在 た る対 象指示 に も と つ く意味）， 後

者は 語 （記号）そ の もの が 持つ 意義な の で あ る 。 （それ ゆ え ，
ヤ ク ビ ン ス キ ーが

意味的側面に 語義 と した の は ， 理解が足 りな か っ た とい え る）前者で は 指示 作

用が 強 く働き ， 後者で は そ れが 弱め られ る。 音 と意味か らな る記号の ほ か に 対

象 とい う概念が 最初か ら ど う して も必要 とされ た が ， それ を は っ き り打 ち 出 し

た の が r詩 とは 何か 』ua で あ っ た 。 「詩の 機能は 記号 と対象の 同
一 性 の 欠除を 指

摘す る こ とで あ る 。 な ぜ 我 々 は そ の こ とを想起せ ね ば な らな い か 。 そ の 理 由は ，

我 々 は 常に signans と signatum の 同
一

性を意識 しな が らも ， 同時に それ ら

の 不 相合 の 必要 を感 じるか らで あ る 。
こ の 基本的 な

’
111律背反が なか っ た ら記号

と対 象 との 結び つ きは 自動化 し
， 現実感覚は 消え て しま うだ ろ う。」上 で 明 らか

な とお り ， ヤ コ ブ ソ ン の 場 合 ，
ソ シ ュ

ール と同 様 ， 記号 ＝ ・　signans ＋ slgnatum

で ある が ， さ らに 対象 との 関係 とい う要 素が こ れ に 加え られ て い る の で あ る。

図

こ うした 「対象」 を重 視す る考 え方 は フ ッ サ ール の 現象学圏 に よ っ て 裏づ け ら

れ て い る 。
フ ッ サ

ー
ル は 思 考の 本質 を 明らか ICす る た め に言語 の 問題が大 きな

意義を持 つ と考え ， 表現機構の 究明を試み た 。 彼は 表現 の 根本的な 使命 で あ る

伝 達機能を 取 りあげ ， そ れ が発 話の 媒介をす る物理 的側面 ， す な わ ち ， 音声複

合 と ， 話 し手が 「聞 き手 に 伝達 し よ うとす る一 つ の 意味を そ の 音声複合 に 賦与

す る 作用 bedeutungsverleihende　Akte （ある い は 意味志 向 Bedeutungsinten−

tionen） と ， 言葉 と して の 意味の ほ か に あ る 具休的 な 場に お い て 具休的 な対

象 に 意味 を 関係 づ け る 作用 ， す なわ ち 意味充実作用 bedeutungserfttllende

Akte （こ の ．二作用 は 告知機能 作用 Kundgabung 　tlこ 属す るか ら な る と考えた が ・

ソ シ ュ
ール ， イ ェ

ル ム ス レ ウ と異 り ， 対象的関イ系 gegenstandliche　Beziehung

に 重 きを置 い て い る こ とが特色 とな っ て い る 。
これ は ブ レ ン タ ー ノ ， ボ ル ツ ァ

ー ノ 等 の 認識論を 引き継い だ もの で あ っ た 。
こ の フ ッ サ ール の 理 論を更 に 発展

させ た の が カ ー ル ・ ビ ュ
ー ラ ーの Organonmodell飼 で あ り ， ヤ コ ブ ソ ン は 後

に こ れ をそ っ くり吸収 して 新 しい 言語 の 機能構造を組み 立 て た 。
い ずれに せ よ ，
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形式主義時代 の 初 め か ら現在 に 到 るまで ヤ コ ブ ソ ン の 意味論 ， 記号論を 構成す

る もの は ， 音 ， 意味 ， 対象の 動態的関係で あ る 。
画

　以」：は 単位記号 の 成 り立 ち に つ い て 論 じた の だが ， 記号 と記号 の 関連に つ い

て は ど うで あろ うか 。
こ の 点で は ヤ コ ブ ソ ン は ソ シ ュ

ール とほ ぼ 同 じ考え に 立

っ が ， 実は ク ル シ ェ フ ス キ
ー

の 記 号論か ら示 唆を受け て い た 岬 こ れ を 初め て

芸術論の 中に 取 り入 れた の は パ ス テ ル ナ ー ク 凶 だ が ， ヤ コ ブ ソ ン は それを パ ス

テ ル ナ
ー

ク 論で 体系的に 発展 させ た 。 す なわ ち ， 「詩 は 類似連合 Ahnlichkeits−

assoziation に 依拠す る もの で あ り， 詩 に おけ る リズ ム の 類似関係は 詩が 受容

され るた め の 不可 欠 な前提で あ る。 リズ ム の パ ラ レ リズ ム は そ れ が 形 象 Bild

の 類似な い し対立 を伴 っ て い る ときに も っ と も強 く感 じられ る 。 類似的分節 へ

の 故意に 際立 っ た 区分は 散文 に は 無縁で あ る。 物語は 空間的 ある い は 囚果論 的

道筋に そ っ て 対象か らそ の 隣接物 へ と動 い て い く。 」岡 また ， こ れ を言 い 変え て ，

メ タ フ a ア （＝ 類似連合） に と っ て 詩が ， メ ト ニ ミ
ー

（＝ 接近 連 合）に と っ て

は 散文が も っ と も抵抗 の 少い ラ イ ン で あ る〔311 とも述べ て い る 。 こ の 定式の 特微

は 言語 の 記号的本 質を盛 り込ん だ こ と と ， 詩 と芸 術的散文 の 相逮を質的 な もの

よ りも， む しろ ， 量的に 捕 え よ うと して い る こ とで ある 。 また ， そ の 不 備は ，

た とえ類似連合に 依拠 し よ うと も丈 と して 表わ され た rl寺に は ど うして も時間的 ，

空 間的継起 ， す なわ ち 線状を な して 記号が 結合す る とい う事実を無視 して い る

点で ， 後に ヤ コ ブ ソ ン は こ れ を修 正 し ， 「二 つ の 等価的事項 が夊 の 相 関せ る二

成 分 と な り， した が っ て 連接 の 関係で 結ぼれ る こ と に な る」：321 とい うメ タ 言語

の 考 え を 発展 させ ， r詩的機 能は 等価 の 原理 を選択 の 軸か ら 結合 の 軸 へ と投入

す る」
圃 と規定 しな お した 。

　4°

形式派に よ る と芸術 の 日的 は フ ォ ル ム の 知覚で あ り ， した が っ て 文学 は

言葉 の フ ォ ル ム の 知覚 とい うこ とに な る が ，それは い か に 実現 され る の で あろ

うか 。 ヤ コ ブ ソ ン に よ る と 「詩 は 美的 な機能を 帯 び た 巨i語 」 だ が ， こ の 美的機

能を 明 ら か に す るた め に は 首語 の 持 つ
一

般 的機能 が まず示 されなけれ ば な らな

い 。
フ ッ サ ー一ル と同 じ く形式派は ， 伝達の 機能が それ で あ る と考 えた （本文62

頁 参照）。 日常的 言語 で は 伝達の 機能が 前面 に 出 て
， 葺語の 外に あ る外的実体 に

関す る清報 を伝 え る こ と ， す なわ ち ， 内容 の 伝達が 口的に な る。 形態的手段 は

出来 る だ け 国立 た ぬ 方が よい わ け で ， こ こ か ら言葉の 省略が生 じる 。
っ ま り ，

伝 達の 手段 は 最小限 の 被知覚性を 志向 yCTaHGBKa　Ha 　HaHMeHblrly 壬O　O皿 yZ耳ae −

MOCTb す る こ とに な る　（伝達内容 〉伝達手段 〔表現手段〕）。
図 詩的言語で は 逆

に 伝達の 機能が 背景に 抑 しや られ ， 外的実体 ， すな わ ち伝達内容そ の もの よ り
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も表現手段が 前面 に 押 し出 され ， それ が 最大 限 の 被知覚性 を志向 yCTaHOBI〈a

Ila　Mal 〈cHManbllylo 　o皿 y皿 aeMocTb す る 。
Bsヤ コ ブ ソ ン は 表現をね らい （志向）

と した 言表 に ほ か な らぬ 詩云 々 ， と述べ て い るが ， こ れ は 伝達手段 （表現手

段）〉伝達内容 と し て 図示 で きよ う。 こ の フ ォ ル ム の 重視が 内容 の 無視 に つ ら

な り極端化 され る と ， 「詩は 言表の 対象に 関 して は 無関心 で ある」 こ とに な り ，

「難解な フ ォ ル ム 」， 「む きだ しの 手法」 とい っ た考え が 生 れ る。 さて前項 で ，

音 ， 「意味」， 対象 の 動態的な 関係に よ っ て 内容的意味 （ヤ ク ビ ン ス キ ーの 場

合 ） と語の 意味 （ヤ コ ブ ソ ン の 場 合） の 二 つ を 区別 したが （ヤ コ ブ ソ ン の 記号

＝ ＝　signans ＋ signatum を ソ シ ュ
ー ル 流の 記号 ＝ signifiant ＋ signifi6 と混同す

る と ， こ の 区別 が 出来な くな る 。 記号 の 「意味」 が 対象指示性 を強め る と内容

的意味 が生 じ ， 指示性が弱 ま っ て 記号 の 被知覚性が 高ま る と 「意味」 が語義 と

して の 要素を強 め ， 音 と密接に 結 びつ くか らで あ る 。
こ れ が ほ か な らぬ 記号の

被知覚性で あ り， 「詩的機能」 が 「指示機能」 を 淡 ぐときに 生ず る ， 「メ ッ セ ジ

そ の もの へ の 志 向」 で もあ る 。 ），
エ ン ゲ リガ ル トは こ の 両者を綜合 し詩的言語

論 の 中に 組み 入 れ た 。 彼は フ ッ サ ール に した が い （もち ろ ん ず っ と単純化 して ），

それ ぞ れ 全
一

的意味 eAI （Ho −Ue ，10cTHblti 　c）fblcn
， 名辞的意義 HoMHHaTHBHoe

3Ha ・leHlde と名づ け た 。 全一 的意味は ， 伝達の 機能あるい は 指示 作用 が 強 く働

くと き ， 外的実在 に 関す る情報 と して 現わ れ るが ， こ れが い わ ゆ る 内容を形成

す る もの で あ り， 従来 の 文芸批 評家 は こ の 内容 （誰が い つ
， ど こ で ， ど う した

とい うこ と）の 評価，穿さ くの み に たず さわ っ た の で ある 。 そ の 結果 ， フ ォ ル

ム の 体験 ， す な わ ち 刪 TepaTypHocTb が なお ざ り に され た 。 名 辞 的 意義 は 明

らか に 表現手段 の 中に 組み込 ま れ る が （本文62頁参照）， 全
一
的意昧は ど うな

る の で あろ うか 。 記号 の 特色 は そ の 普遍性 に あ り， もと よ り語義と ， 語義を基

に して 指示作用に よ っ て具体的話の 場 で 形成 され る 内容的意味 とは 切 離す こ と

は で ぎない 。 それに 作 品が具体的実在を指示 し ない に して も ， 作品に は 多少 と

も論 理的 意味が 必 要 で あ り ， それが な けれ ば作品 は 脈絡の な い 単語 と技法 の 集

積 と化 して し ま うで あろ う。 した が っ て フ オ ル ム の 被知覚性 を重ん ずる た め に

虚構 と して の 内容的意味が 二 次的 な位置に お と され て も， それ は 決 して 排除 さ

れ るわ け で は な く， 作品 に 統一
を与え る マ テ リア ル MaTePHan と して 表現手

段の なか に 入れ られ る ila
， とい うの が形式派 の 考えなの で あ る 。 古 くか らあ る

内容 と形式の 対立 を形式派が どの よ うに 解決 した が は ， こ れ で 明 らか で あ る 。

服部四 郎氏は 「意味劃 を 1）発話 に お け る意昧 ， 2）文に お け る意味一 意義 ，

3）単語 に お け る 意味一 意義素 に分け て 考え て い るが ， 形式主 義者の い う伝達
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内容 （そ の 疑似的形態で あ る虚構の 易合 も含め て ）は 1） に 属 し ， 語義は 2），

3）に 属す る と考 え られ る 。 詩的 言語 の テ キ ス トは 1）， 2）， 3） の 結合の しか

た に よ っ て 外的実体の 忠実な再現を 志向す る 「自然主 義」圏 とか ， 「無対象 性」

Gegenstandlosigkeit　tlg）を 志向す るア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 丈 学 とな る。 詩 の am −

biguity は ， と くに 3）が 優勢に な る場合で あろ う。 こ う して ， わ れ わ れ は 記

号を介 して しか 外 界を認 識で きない こ とが分 るが ， こ の こ とは 1）現実世界 の

反映 と して の 記号体系の 世界， 2）独自の 記号体系の 世界 （た と えば ， 芸術的

虚構 の 世 界） とい う二 つ の 世 界 の 可 能性 を もた らす 。
ロ ト マ ン は前者 を第

一
次

モ デル 化体系 ， 後者 を第二 次 モ デル 化体系 と名づ けた 。

　で は 表現手段 の 最大限 の 知覚 ， 音の 側面 と 「意味」 との 密接 なつ なが りは ど

の よ うに 実現 され る の で あろ うか 。 こ の 表現手段 に は 音韻論的 レ ベ ル
， 形態論

的 レ ベ ル ， 統辞論的 レ ベ ル ， 構成上 の 諸技法な どが あ るが ， そ れ が芸 術家 の 個

性 に した が っ て一 定 の 芸術的秩序 の もと に 麗か れ る の で あ る 。
UO）そ れが形式派

の 手法 nPHeM で もあ っ た （後に こ れは フ ォ ル ム とその 機能 とい う考 えに 取 っ て

代 られ る）。 手法 （あ るい は フ ォ ル ム ）は あ る作 品 の rliに 位 置 づ け ら れ る と と

もに ， あ る 国語 の 可能性た る 諸手法 （諸 フ ォ ル ム ）の fund の なか に も位置づ

け られ る。 どん な に新 しい フ ォ ル ム も ， そ の 言語 の 一・可能性 と して 出て きた も

の で あ る。 また 同一 の ， 類似 した フ ォ ル ム で も ， 作 品が異 なれ ぼ ， そ の 価値は

変 っ て くる 。 こ の 価値を規定す る の は 作品全体の 美的統一 性 で あ る 。 こ の 美的

統一 怜は 現象学派の 美学者が 考えた よ うに ， 動態的な もの と して 受け 止 め なけ

れば な らな い
。 作 品は 作者 ， 読者 の 双 方に また が っ て 存在 し ， そ の 言 語空 間は ，

個人に よ っ て 言語系列 ， 日常的系列 の 質が異れ ば ， 当然違 っ た様相 を呈す るか

らで あ る 。 ま た 同一個人 で も時間的 経過 に お い て 常に 同一 で は あ りえ な い か ら

で ある 。
こ うして 作家 ， 作品 ， 読者 ， あ る い は 詩学と批評の 関連性が 問題 に な

っ て くる。

　5°

文学作品 そ の もの よ りも ， そ の 文学性を文学研究の 対象に 据 え た ヤ コ ブ

ソ ン は そ の 後も一 貫 して こ の 立場 を つ らぬ き ， チ ＝
コ 時代を経て 現在に 到 っ て

い る。 構造主義時代の 理 論的集大成 は Linguistics　and 　Poeticsで あ り ， そ の

パ ラ レ リズ ム 論の 実証的研究が noD3vafi　 rpaMMaTHIm 　va　rpaMMaTmKa 　 HoD3HH

で あ っ た が ， 後者 で ヤ コ ブ ソ ン は 文法的 フ ォ ル ム の 作 りあげ る 《llpeKpaCHaff

Heo6xonHMoCTb 》CiDの な か に 詩の 美的統一 体を見 出 した の で あ っ た 。 だが こ の 種

の 「美的必然性」 だけが文学的傑作 （なぜ な らば 批評家 も詩学研究家 もなん ら

か の 意味 で の 傑作 しか 取 り上 げ ない か ら） の 条件 で あろ うか 。
パ フ チ ン の カ ー
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ニ ヴ ァ ル の 概念は 言 葉の 限界を は み だ して 文化人類学的領域に 踏み 込ん で い る 。

未来派 の 場合 もそ うで あ っ た が ， 凝 っ た ， 外面的 な フ ォ ル ム は 熱狂が 納 っ た と

きに は 形骸化 して し ま う もの で あ る 。 巨 匠 は 押 し殺 され た ， 目立 た ぬ 内面的な

フ ォ ル ム の 構築に 心 す る 。 志賀直哉の 作品 は 言葉の ア ラ ベ ス クか らは 稈遠い が ，

多 くの 人た ち に よ っ て 傑作 とみ な され て い る 。 さらに い わ ゆ る 「内容」 の 問題

に ふ れ るな らば ， ド ス ト エ フ ス キ
ーの 思想ぱ そ の フ ォ ル ム な しに は もちろ ん 文

学た りえな か っ たで あろ うが ， また逆 に 「思想」 な しに は こ れほ どま で に もて

は や され なか っ た で あろ う。
こ うい うわ けで ， わ れ わ れ は ， まず文学 の 多様性

を 認識 して か か る 必要が あ る。 詩 は 散文 よ り も ambiguity に富 み ， 未来派 の

運動 に 発す る 「無対称性」 の 交学 もあれ ば ， 「自然主 義」 の よ う に 指示 作用 の

強 い 文学 もある 。 それ ど t う か ，文学否定 の 文学 ， ア ン ガ ジ ュ マ ン の 文学 もあ

る こ の 頃で ある 。
つ ま ると こ ろ 傑作の 選択 は佃人 の 趣向 ， ル ネ ・ヴ ェ

レ
ェ ク の

言 葉で い えば 「評価」 に 依 存す る もの に な る。 詩学 に 出来 る こ とは せ い ぜ い ，

傑作の 傑作性を 分析 して 正 当化す る こ と だ け か もしれな い
。 しか し評価 も全 く

恣意的で は あ りえ ない
。 必 ずや夊学的伝統 と ， 文化史 ， 精神史の なか に そ れ と

な く位置づ け られ た もの と な る で あ ろ う。 20匹紀初頭 の ロ シ ヤ に お け る俗流社

会学的批評家は 「時代の 文体」 を 唱え， ロ ラ ソ ・ バ ル トも時代の エ ク リチ ュ
ー

ル に つ い て 語 っ た 。 わ れ わ れ は こ うした 被制約性を 認め た うえで フ ォ ル ム の 分

析に 取 り組まねば な らな い
。 先ほ ど述べ た と うり ， フ ォ ル ム は 異 っ た 作品に 用

い れ ば異 っ た価値を もち うる こ とに 注意す る必 要が ある 。 作品 は フ ォ ル ム の 単

な る集積で は な い
。 それ らは 全 体 的統一

性 の 形 成 に 与 る と と もに ， 逆 に こ の 統

一 性に よ っ て 規定 されて い る と もい え る 。
こ の 統一 1生は 何に 起囚す るの で あろ

うか 。 そ れ は ， 諸 々 の フ ォ ル ム の 発生 体 で あ る作者 自身 に も求め る こ とが 出来

ない で あろ うか 。 作者が そ の 文学的人 間像の 一 端 ， 手 がか りを の ぞか せ る の は

マ テ リア ル そ の もの と，そ の 扱い 方の 態度 ，提示の 仕方で あ る 。
マ テ リア ル の

内容と その 提示 の 態度 は 作者の 人間像 ， 世界観 とを端的に あ らわ し ， そ れ と フ

ォ ル ム を つ な ぐ絆を な して い る と もい え る 。 作者は マ テ リア ル とそれ に ふ さわ

しい フ ォ ル ム の 選択に よ っ て あ る種の commitment を与え る 。 こ うして ，
フ

ォ ル ム の 統一
性 ， 作 品全 体の 美的統一

を明 らか に す る ため に は 作者 の 創作意図

あ る い は 意識 と選ばれ た フ ォ ル ム の 結び つ ぎの 必 然性 （も と も と こ の 必然性

が ない に して も ， 作者 に お い て 必然化 されて い る と こ ろ に 意義が あ る）の 究 明

も必要 と され る の で あ る
。

こ の 問題 を つ とに 取挙げた の が ヴイ ノ グ ラ
ー一ドブ の

《06pa3 　aHTopa 》の 考 で あ っ た 。
ee
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注（1） B．M ．∂Ilre∬bra 餌 丁，Φ opMa ，llbHbli ・i　Me ’
1
’
O！l　B　HcTo 餌 a 朋 TepaTypbI ．《Academia 》，

　　JlelIHHrpaL　A ，
1927．

　（2）　B・M ・∂薀xeH6ay 頃・　丹／eJ【〇八HKa 　pyccKoro　訌 レIP レ1・｛ecKoro 　cTPIxa ．　O 　noo3Hn ．

　　《CoBeTcK レ｛且　HHcaTe ；lb》，1969．

　（3） ソ シ
ュ

ール 著 ， 小林英夫訳 『薄語 学 原論』。 R ．ゴ デ ル の 間題は こ こ で は ふ れない 、，

　　cf・R・ゴ デ ル 編，山内貴美夫訳 『焉語 学序説』。 勁革書房 。

　（の　同 27頁．

　（5）　同91頁 o

　（6），　（7）　「司91工〔o

箇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1司163頁 o

同163 〜 164．頁 。

イ ェ ル ム ス レ ウ著 ，1木栄 一
訳薫E 『

．
言言吾丑提論1

．
笋説』o 側

≧
究：祉，

ソ シ ゴ
ー

ル 前掲書 164頁。

イ ェ ル ム ス レ ウ，28：頁o

同33頁 。

同34頁。

償133〜 37工て〔⊃

同50頁 。

1司86頁」以i烽o

P・　SIKo6coll・HoBePimaH 　pyccl〈afi　fioe31・lfi，　cTP ．1．なお

3 頁 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ，　Zeichen　und 　System

　der　Sprache （A ．J．Greirnas ほ か ：Sign，　Language ，
　Culture）で ソ シ ュ

ール を批判

　 して い る 。

  　　B・三∋藍xeH6ayM ・Teopi・isl 《ΦopMaJILHoro 　MeTOII ，a》．　JIMTepaTypa，　 Teopnfi，

　Kp珂THKa ・ 1
’
loneMmKa・《HPPi60fi》，　JL，1929，　c

’
rp ．555。

 ◎　BMKTop　HIIくJIoBcKH 澁．　Mcl〈yccz
・
Bo 　KaK 　npHeM ．　O　TeopHH 　npo3bl ，　cTp ．11．　以

　上 ，形 式派 の 引用は ，
1
．一
初．原」憧 1．「ロ マ ン

・
ヤ コ ブ ソ ソ の詩学」（1970年 12 月 15

　 口），ある い は 「ロ シ ヤ 語 卩 シ ヤ 文学研究」所収の 同名の 原稿で 彳了っ た もの と重複す

　 るが 了承 され た い 。

  ）　JI・n ・SII〈y6HHcK レ1‘L　O 　3ByKax 　cTHxoTBOP ［IOrつ 　fl3NI〈a、　rlos’rmKa ．　1
．
leTpoPpaA，

　CTp ．37， 38．

（2）　P．fil〈06coH ．　HoBe 最田 aH 　pyccl〈afi　HoD3MI ．1921
，
　 Hpa ：a ，

　cTp ．10．

  　R ．Jakobson．　 Co　je　 poesie　？　Voln6　 sm6ry ．　Praha ，
　str ．229．− 339．

衂　cf ．　Zeichen 　 und 　System 　der　Sprache，　S．274．

  　E ．フ ッ サ ール 著　立松弘孝訳 ：論理学研究 2 ，

．．．・
， 表現 と意味 ， 第 6 ん 9 節．参照 。

　現 ：象学が形式主義に 与えた 影．響は 大 きい 。 表現に 関す る フ ッ サ ール の 概念が意味論

　に そ の ま ま取 り入 れ られて い るぼか りで な く，相 互主観交流 の 考えは モ ス ク ワ 需語

　研 究会の 論理実証主義の 支 え とな っ た 。 R ．イ ン ガ ル デ ン の 文学 研究に お け る 積層

　法 も構造主義に 取 り入 れ られ て い る 。
「初原」 撞 2 （1971年 5 月） r「・

−t ソ ・ヤ コ ブ ソ

　 ン の 詩学 （2 ）， 120頁参照 。
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  　自身も認め て い る ご とく， ピ ュ
ーラ ーは フ ッ サ ール か ら 大 きい 影響を受け ， それ

　を発展 させ た 。 言語は記号 で あ る とい う考えか ら出発 し， まず 「具体的発話事件」

　 das　konkrete　Sprechereignisを設定 し叙述 ，表現，呼びか け の 三 機能 を分離 ， そ

　れ を音響 （記 号の 物理的側面）を中心 1こ した 送者 ， 対象 ・事態， 受者 の 間の 関係に

　 よっ て 説明 しよ うと した 。 叙述は記 号と対象 との 関
．
係 ， 表現は発話者の 発話 へ の 意

　図で あ り，呼び か けに よ り受名
’
に達する 。

Linguistics　and 　Poeticsに も指摘があ る

　 よ うに ， ヤ コ ブ ソ ソ は ビ ュ
ーラ ーか ら示唆を受け，speech 　event を情報理論に基 き

　なが ら再構成 した 。
cf ．　R ．　Jakobson．　Linguistics　and 　Poetics

，
　Style　in　Langnage ．

　P・355，磯谷孝 rn マ ン ・ヤ コ プ ソ ン の 詩学』 P シ ヤ 語 ・P シ ヤ文学研究 Nb2 ， 同

　初原 Ng　2 参照 。

勧　LaP ．で は 音 ， 意味 ， 対象 は 次の よ うに 扱わ れて い る。
6 つ の 機能の 中で aset

　（Einstellung ）towards 　 the　referent あ るい は referential 　 function が 指導的 な

　役割を担 うが （P．353）， 詩で は the　set　towards 　the　message 　as 　such
，　focus　on

　the　message に ほ か ならぬ 詩的機能が支配的 とな る 。 する と 「こ の 機能は 記号の 被

　知覚性 を促が す こ とに よ っ て ， 記号 と対象の 基本的な デ n コ ト ミイを 深め る 。 」 （P，

　356）た だ し ，
「指示機能に 対す る詩的機能の 優越性は 指示作用 を 消す の で は な く，

　ambignous な もの に す る」。 （p．371）。
こ うし て 「音 と意味の 内的な nexus は潜在

　的 な もの か ら顕在的 な もの に 変わ り， きわ め て palpable に 現わ れる こ とに な る」。

　（p・373）。 な お 参考まで に 述べ て お くと 記号体糸 と して の 言語の 最小単位は ， ヤ コ

　 ブ ソ ソ の 場合示差的特徴で ある。

囀　H．B．　Kpyl皿 eBcKHR ．　 OqepK　HaYI 〈H　o　fi3blKe ．《BcfiKoe　 cnoBo 　cBH3allo 　c

　APYrHMH 　cnoBaMx 　y3aMn　no 　cxoncTBy ； 〔……〕Ec 」IH ，　 BcJleACTBH
’
e　3aKoHa

　 accoqldaUHH 　rlo　cxo 八cTBy ，　cJIoBa 　llon＞KHbl 　yKaaJLbエBaTbc5 ｛ B 　HallleM 　yMe 　B

　 cHcTeMbl 　HnH 　rlle3Ja ，　 To 　6．aaroAapfl 　3aKoHy 　 acco ロHaHHH 　Ho 　 cMexcHocTH ・ Te

　 冫Ke 　cnoBa 八〇JIxくHbl　 cTpollTbcfl 　 B　pH双1）1・》

  　B．rlacTepHaK．　BaccepMaHoBa　 peaKlll（fi．「初 涼」N9．2 参照 。

◎◎　R ．Jakobson．　Randbemerkungen 　zur 　Prosa　des　Dichters　Pasternak，　Slavische

　 Rundschau ．♪、匝 VII
，
　 S．366．

（3D　ibid．なお Two 　Aspects 　of　Language 　 and 　Two 　Types 　of　Aphasic　 Disturb −

　 ances （Fundmentals 　of 　Langnage ）に もそ の ま ま 取 り入れ られ て い る。

（3Z），
　 e母　LaP ．　 p．358．
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B．∂Hre ∬brap 八T ．Φ opMa 刀 bHbl 苴 MeToJc 　B　HcTOPHH 　aHTepaTybl ．　cTp ，
88．

ibid・
，　CTP ．90．

ibid．
，
　 CTP ，85．

服部 四 郎 『言語学 の 方法』，意味論（1）p．390；For　Roman 　Jakobson，　The 　Ana 一

　 lysis　of 　Meaning
，
　PP．207〜211．

  ，  　R ．Jakobson．　Pasternak ，
　 S，368．こ れ に つ い て は 昨年度の P シ ヤ 文学会総会

　で 報告 したが ， 「初原 」 憶 ．3 に rヤ コ ブ ソ ソ の 芸術記号論』 として 発表 の 予定 。

  　B．∂甑 eH6ayM ．　Me ，ionHKa 　pyccl｛oro 　JmpHqecKopo 　 cTHxa ，　 cTp ．332 「芸術作
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　品 は 常に様 々 な構成要素の 複雑 な闘い の 結果で あ り常に
一

種の 妥協な の で あ る 。 こ

　れ らの 要素は 単に 共存し，相互に 《対応 しあっ て い る》 わけ で は な い 。
ス タ イ ル の

　全体的 性格に した が っ て ， ある要素は 他の 要素を支配し ，それ らを 従属 さ せ なが ら

　構成 的主 調
．
音 （ド ミ ナ ン ト） と して の 意義を担 っ て い る 。」

ω　　P・SII〈06coH ・Ho33H 兄 rpaMMaTMKM 　H　rpaMMaTHKa 　Ilo93uU ．《Poet三cs ．　Poetyka ．

　Ho ∂THKa 》．　 Warszawa ，1961，　cTp ．408 っ い で に Grammatical 　 parallelism　 and

　its　Russian　facet，　Language 　vo1 ．42
，　N9．2 参照 。 具体的な作品研究 に は ， 《Les

　Chats》de　Ch ．　Baudelaire
，
　L ’ Homme 　 1962

，
　tom ．2，　 Ng。1； Une 　 Microscopie

　du 　Dernier 　Spleen　dans 　les　Fleurs　du　Ma1．　Tel−Quel　1967，
29 ； Shakespeare’

s

　Verbal　Art　in　Th
’Expence 　of　Spirit．　Mouton

，
1970．な どが ある 。

  　B・B・BHHorpa八〇 B・HayKa 　o　fl3blKe 　xyAo 冫1〈ecTBelmo 苴 nMTepaTypbl 　 H 　ee 　3a −

　Aatl｝1．　Hccπe丑oBaHHH 　no 　c」aBfiHcKoMy ∬HTepaTypoBeAeHHI ｛レ HcTHaHcTHKe ・M ・，

　 1960．
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