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二 重 言 語 の 詩 学

一
フ ォ ル マ リ ズ ム 期 ヤ コ ブ ソ ン の 場合一

北 　 岡　　誠　 司

は じめに 。 問題の所在。

　周知 の よ うに ， ア リス トテ レ ズ 1｝は ， 〈理想的な〉詩的語法を成 り 立 た せ る

も の と し て，ひ と つ の 《二 律背反》を提唱 して い る 。

　 1． 〈理解〉：彼は まず詩的語法 もまた 〈意味の 明確 さ〉を もつ ，分る もの で

なければな らな い とい う。 しか し， 〈意味の 明確 さ〉の方 だけ を 〈狙 う〉の で

あれば ， 日常用 い られ て い る く通常語〉だ け を ご く普通に 用 い さえすれば よ い
，

措辞の うちに 改め て 《二 律背反》を仕組む必要は な い とい う。 だが，そ の 時，

文体は く平板〉 に 鑒 し ， 〈平俗性〉 を超え 出 る こ とが で き な い
。 分 り易 くは あ

っ て も，なに や ら底知れぬ 不可解 なもの の もつ 未知の 魅力に 欠け，な ん とも異

様 ・ 異形の もの として衝撃を与え る こ とが できな い ，とい うわけだ 。
こ れ は 勿

論 く理想的な〉詩的語法 と は 認め られ ない
。

　 2．　〈衝撃〉： したが っ て ， 詩的語法は ，〈理想的〉な もの に な る ため に は ，

〈慣用を超え出た性格〉〈平俗性を打ち消す効果〉を持つ よ うで なけ れ ばな ら

な い ，と い う。 日常 の 慣用的な表現 とは 違 っ た，な に や ら異様な措辞に よ っ て ，

ひ とに 衝撃を 与え る よ うで なけれ ばな らな い とい うわけだ 。 しか し こ こ で もア

リス トテ レ ス は
一

方向の み へ の 偏向を排す る。 衝撃を与え る こ との み を狙 い ，

異様で不可解な語法の みを一方的 に 追い 求め よ うとす る な らば ，〈通常語〉を

普通 〈不可能な結合〉と見倣 されて い る様な仕方で 結合す る か ，ある い は ，日

常 あま り使わ れ ない ，
・誰 もが理 解で きる とは 限らぬ 語 〈耳なれぬ語〉を用 い る

か すれ ば よ い
。 改め て 《二 律背反》を措辞 の 裡に 仕掛けな くて もよ い

。 し か し，

そ の 時，得 られ るの は ，全 くの く謎〉か ，＜不可解な異国語 の ち ん ぷ ん か んぷ
　　　　　　　　　　　　　　　　
ん 〉 とい うこ と に なる 。 詩的語法で ある前に ， 語法 と し て ，

つ ま り言語表現と

して 成立 して い る の か ど うか さえ疑わ し い もの に 転落する とい うわけ だ 。 さ し

ずめ ， ク ル チ ョ
ーヌ イ フ の 言議 （？）実験な どが 恰 好 の 実例 と して 引合 い に 出

される と こ ろ で あろ う。 勿論 こ れ もま た 〈理 想的な〉詩的語 法とは 認め られ な

一 80 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Assooiation 　 of 　 Russian 　 Soholars

い 0

　3． 〈理 解〉 と 〈衝撃〉と ： 理解の みを求めれ ば平俗に 堕す る。 衝撃の みを

狙 っ て ， 異様 ・不条理を 追 い 求め れば，不可解に 転落する 。 理解を狙 っ て しか

も平俗に 堕さず ， 衝撃を求め て しか も不 可解 に 堕 さぬ 語法，い わ ば，理 解が衝

撃 の基盤を用意 し，衝撃が不意 の 理 解を切 り開 くよ うな語法，それが ，ア リ ス

トテ レ ス に よれば，〈理 想的な〉詩的語法だ とい う。 と こ ろ で ， こ う した く理

想的な〉詩的語法を実現する に は ， 理解の 基盤に な る，〈通常語〉 の 普 通 の 結

合 と ， 衝撃を約束 し う る，〈通常語〉の 異常な く不可能な結合〉ある い は 〈耳

なれ ぬ語〉を ， くある仕方で 混用〉す れぽ よい とい う。

　 〈混用 〉 と言 い 〈あ る仕方〉 とい う。 しか し問題 は そ の あ る 仕方だ 。 どう

〈混用〉すれば，理解 と衝撃 とを同時に 保証す る様な語法を実現 し うる の か 。

そ の 〈仕方〉 こ そが語法を詩的に ， しか も 〈理想的〉に 詩的にす る か ど うか の

か なめ で あろ う。

　 ロ シ ァ ・フ ォ ル マ リ ス トた ちが ， 二 十世紀初頭 ，
ソ シ ュ

ール 言語学 と同様に
，

内在論 の 立場に 立 つ こ と に よ っ て ，新た に く詩的言語の 理 論〉な る もの を 提唱

し た 時 も，根本 の 問題 と され て い た の は ，こ の 〈混用〉の 〈仕方〉に 他な らな

か っ た と言え る。 そ の新 しげな用語法 と手順 とを使 っ て取組 まれ た問題は ア リ

ス ト テ レ ス 以来 の 伝統的な問題に 他な らな か っ た と い うわ け で あ る 。

1． 詩篇と 〈日常言 語〉〈詩的 言語〉：提示

　 ロ マ ソ ・ヤ コ ブ ソ ン が こ の 問題を最初に 取 り上 げて論 じた の は ，自ら く言語

の 手段 と機能 と の分析 へ の わ が最初 の 《攻撃》と称す る 『最 も新しい P シ ア の

詩』
【2） （1919）で ある 。 そ の 中で ，彼は ，《理解》 と 《衝撃》 との 二 律背 反 の弁

証法的統一
の く仕方〉 い か ん と い う， ア リス トテ レ ス が後世に 残 した問題 を次

の 様に 提え直す一

財

未知な る もの は 既知 の もの を 土 台 と して の み 理解も され衝撃を与え もす る。〔1 〕

’ 　で は ， 言語現象 ・文学現象に 即 し て 言えば， こ の 〈未知な る もの 〉＜既知の

もの 〉 とは 何に 当るの か 。

　同時代 の 詩的言語 の どの よ うな事実も，わ れわ れが こ れ を 〔詩 と して 〕知覚し よ う

とす る 時 に は ．こ れを必 ず三 つ の 契機と対照 させ る 。 現に生ぎて い る詩的伝統 〔詩的
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言語〕，現に 用 い られ て い る 日常言語．現 に 顕れ て い る もの に 対 し て ま さ に 起 ろ うと

して い る詩的傾向，とに 。 （〔 〕内引用者）　　　　 〔皿〕

こ の 関係を見易い もの に して お くた め に ，次 の 様に 図表化 して お く一

　こ こ に 言 う く現に 用 い られて い る 日常言語〉 と 〈現 に 生 きて い る詩的言語〉

とが，ソ シ ＝・　一一ル の 言 う く言 語〉，今 H の ヤ コ ブ ソ ソ が通信 ・情報理論 の 用語

を借 りて 言 う，＜prefabricated　possibilities＞ の 体系 と し て の 〈コ ード〉 に 当

ると した ら〔31
， 先述 の 引用文 〔1〕に 言 う く既知 な るもの 〉が こ の 二 つ の く言

語〉に 当る と解 して まず間違 い あるま い 。 とすれば ． 〈未知な るも の 〉 の 方 は ，

〈詩的言語の あ らゆる事実〉，つ ま り詩篇 と，それを詩た ら しめ るた め に そ こ に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 プ リヨ−・ム
仕組 まれて い るあ らゆる詩的奸策と い う こ とに な る 。

　 〈未知な る もの 〉 として の 詩篇 と詩的好策が
， 〈既知 の も の 〉 と し て の 二 つ

の ＝
一 ド 〈日常言語〉 と く詩的言語〉 と に 〈必ず対照 され る〉 こ とに よ っ て，

は じめ て ，（単に 言語テ ク ス トと してだけで は な く，詩的テ ク ス トとして も），

〈理解 もされ衝撃を与え もする〉
一

フ ォ マ リぎム 期 ヤ コ ブ ソ ン は ，ア リ ス トテ

レ ス の 言 う，〈通常語〉の 普通 の 結合 とそi 〈不 可能な結合〉や 〈耳なれぬ 語〉

との 〈ある仕方で の 混用〉 の
， そ の 〈ある仕方〉い か ん とい う こ と に つ い て ，

まず 《外側か ら》 こ う答え て い る 。 で は 《内側か ら》は どの 様 な答 えが与えら

れて い るか 。

II．　〈日常言語〉〈詩的言語〉の構造と機能 ： 提示

　1．　両 く言語 〉の構造上の 相異　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　 〈日常言語〉 と い い 〈詩的言 語〉 と言 う。
これは 明らか に わ れわ れが 日常抱

い て い る 〈言語〉概念に 齟齬す る 用語法 だ 。 日常の 会話で あれ詩 で あれ，そ こ

に用い られ て い る の は紛れ もな く同一の言語 だとい うの が ， われわ れの牢固た
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や

る 日常 の 信念で あ る 。 これに 対 し，ヤ コ ブ ソ ン は ， 詩学 とい う一種の 《科学言

語》の 立場か ら，一方を く日常〉 と限定 し，他方を 〈詩的〉 と規定す る こ とに

よ っ て ， ひ とつ の 国語の裡に 二 つ の く言語〉を措定 し よ うとす る。 日常の 信念

か らすれば， なぜ， そ して どの よ うな特微を根拠 に
， 〈言語〉をあえて 二 分 し

区別 しよ うとする の か ，と問わ ざる をえ な い
。 〈ある仕方で の 混用〉の 〈仕方〉

を明らか に す る た め に ， とい うの がそ こ に 含意されて い る 《なぜ》に 対す る答

え で あろ うが
， 区別 の 根拠 の 方 に つ い て は ヤ コ ブ ソ ン は こ う言 っ て い る一一

　正常な 日常 の 言語的思考に お い て は ， ＜意識は ，受け取 っ た 感覚印象 と そ の 同化作

用 の 結果 とを．時間 の 上 で互 い に 〔そ の 成立 時点 を 〕異 に す る別個 の 契機だ と い う風

に は 区別 しない 。
つ ま り，私た ち は ，客観的 に 与え られ る感覚印象とその 知覚 の 結果

との 間 に 在 る 相異 を 意識しな い 〉（〔　〕内引用 者）　　 〔皿〕

こ れ に 対 し 〈詩的言語〉に お い て は ，

　言語表象その もの が一 音声表象 も意味表象 も一 それ自体 に よ り多 くの 関心を自

ら に集中させ，音の 側面 と意味 との 繋 りが一
層緊密 ，

一
層内密なもの に な っ て い る 。

そ の た め に ，習 慣的 な近 接連 合 が 背後に 退 く こ とに よ っ て ，言語 が よ り変化 し や す い

もの とな っ て い る 。 　　　 〔N 〕

　と言 う。 これ が まず両 〈言語〉を区別す る ひ とつ の 特徴で あ る。 両 〈言語〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■　　　■
あ要素 （それが何 で あるか は後に検討）が相互 に 結び うる関係に基づ い て い る

限 り， こ の 特徴を構造 （関係 の 網）上 の 特徴 と呼 ん で お い て よ い だ ろ う。

　2．　 両 〈言 語〉 の 機能上 の 相違

　言語の 内部構造を決定す る要因 は ，体系 と して の 言語が ， よ り大ぎな上 位体

系 ・文化 とか 社会 とか の 体系の 中で ， そ の
一

要素 と して 果す よ う求め られ て い

る役割 ・機能だ と言わ れ る眺 で は ， 上 記の 様な異 な る構造上 の 特徴 を もつ 両

〈言語〉は 機能上は ど う違 うの か 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 コミユニゲ イ シ コ ソ

　 〈日常言語〉は 〈通信の 機能〉を く固有 の 機能〉 とす る の に 対 し ， ＜詩的言

語〉は 〈感知の 機能＞9CTeTHueCKan ΦyHKUHH をそ の 固 有の 機能 と す る とい

う。 そ の た め に ，〈日常言語〉に よ る発話で は ， 〈発話 の 指示 対象〉に 対す る関

心が前面に 出て ，発話その もの の 構成の され方 ， た とえば くリ ズ ム 〉な どに は
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関心 が払われな い の に 対 し，〈詩的言語〉 に よ る発話 ・ 詩篇で は ， 逆に ，〈発話

の 指示対象に 対 して は 関心 が払われ な い 〉で ，た とえば くリ ズ ム 〉が主要な 関

心 の対象とな る ， と い う。 その こ とは 同時に 〈詩的言語〉 の 発話に お け る言語

体系内の 〈内在的 な法則 に よ る支配〉（したが っ て ， 〈日常言語〉 の 発話に お け

る外在的な 〈法則〉の 影響の存在）とい う相異を も伴 うとい う。

　 こ うし た 機能上 の 違い
， 及 び それ に 伴 う構造上 の 相異が在 る が為に ，単一の

〈言語〉概念で は ， 〈混 用〉の 〈仕方〉 を内部に 立ち入 っ て 明ら か に す るに は

不十分で あ り，あ え て 〈言語〉を く日常言語〉 と 〈詩的言語〉 とに 区別 し ， そ

れぞれを別 個の く言語〉 と し て 措定せ ざ るをえ な い とい うわ けで ある 。

III．　〈日 常言謡〉 の機能 と構造 　解釈

　 1．　 構造上の特徴

　 〈日常の 言語的思考〉で は 〈客観的に 与え られ る感覚印象〉 とそれ が く同化

作用 〉を 受けた 〈結果〉 とが成立時点を異 に す る 〈別個 の 契機〉で ある に も か

か わ らず，そ の 様に は 区別 され な い と言 わ れ た （引用 文 〔H 〕）。 で は ，こ の

〈感覚印象〉 と 〈同化作用 の 結果〉と は 言語活動に 即 し て言えば ，つ ま り言 語

現象に 翻訳 して 言 えば，何に 当 るの か
。 あま りに 心理学的な引用文 〔m 〕だ け

か らで は こ の 点に つ い て 確か な答えを引 き出す こ とは で きな い
。

　ヤ コ ブ ソ ン は ， 同 じ論交 の 別 の 所で ，

　日常言語 〔の 発話〕に お い て は ，固 有名詞や 姓は そ の 指示対象 と専 ら近接連合に よ

っ て 癒着して い る レ ヅ テ ル で あ る 。　　　　 〔V 〕

と雷 う。 あるい は また次 の 様に も言 う一

　音声と意味と の 機械的な近接連合は ，習慣的 な もの に な れ ぽ な るほ ど，ます ます瞬

時 に 成立 して し ま うも の と な る 。こ こ か ら 日常言 語 の 保守性 が 生 じ る 。 　 〔W 〕

　どち らも，〈日常言語〉の 発話に おけ る要素結合が く習慣的な〉〈近接連合〉

に 基づ い て 行なわ れ て い る ， とい う事実を共通 して語 っ て い るに もか か わ らず ，

〔V 〕 と 〔VI〕 とで は ， その 連合に よ っ て 結合 され る べ き要素に つ い て は ， 明 ら

か に 別個 の 言語要素を あげて い る 。

　こ こ で さらに ，引用文 〔rv〕 で は ，〈音〉 と く意味〉 な る 用 語 と 〈音声表象〉
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と 〈意味表象〉なる用語とが，と くに 区別 されず に 用い られ て い る と い うこ と，

及 び ，詩に お い て ，

　諧調 法が 扱 うの は ，音声 3BYKH で は な く， 音素 ΦOHeMbl で あ る。つ ま り，意味

表象 と 〔近接〕連合す る こ と の で き る聴覚表象 で あ る （〔 〕内引用者）。　 〔W 〕

　と言わ れる時 の く音声〉 と 〈音素〉， 〈聴覚表象〉 と 〈意味表象〉 とい う用語

法を考え合 わ せ る な ら，〈日常言語〉 の 発話で 何に 何が く近接連合〉す る の か ，

どうも
一義的に 決定で きな い の で は な い か と思 われ る ほ ど ， 〈近接連合〉すべ

き項 目に つ い て の ヤ コ ブ ソ γ の 用語法は 不 統一で あ る 。 もっ と も，〔可〕に 言

うく近接連合〉 し合 う く聴覚表象〉 と 〈意味表象〉は 〔IV〕に 言 う く音声表象〉

と く意味表象〉 とに 当る と取 っ て まず 間違 い は な い だ ろ うが 。 〈音声表象〉

ΦoHeTHqecKHe と 〈聴覚表象＞ aKycTPIuecKHe の 相 異 は 発話をそ の 話 し手 ・聴

き手 の 相異 に 関係な く捉えるか聴 き手 の 方か らの み 捉え る か の 違 い に 基づ くに

す ぎない と考 え られ るか ら。 し か し ， 他 の ，〈音〉 と 〈意味〉，〈個有名詞〉 と

〈指示 対象〉 と い う関係項 と， 〈音声表象〉 と 〈意味表象〉 と い う関係項 とを 同

一視 して い い の か どうか ， ヤ コ ブ ソ ン の テ ク ス トの 範囲内で は 決定的な こ とは

言 えな い
。 用認法上 の こ う し た 不統一を整理 す る に は ，ど うして も，適当な

《イ ン デ ッ ク ス 》を 求め て ，ヤ コ ブ ソ ン の 論述の外に 出なければ な らな い
。

卩

「

　a ． 〈指示対象〉
一

〈記号 ・意味〉
一

〈観念〉

　フ レ ーゲ 〔5｝は ，〈記号〉 つ ま り く名称や 語 の 結合 され た もの や文字〉．と ， そ

の く記号〉 が 〈指示 する もの 〉・ 〈記号 の 指示対象〉 と，〈記号〉が 〈指示 対象〉

を 〈指示 す る仕方〉 つ ま り く意味〉と ， そ の 〈記号〉が われわ れ の 意識 の 裡で

呼び お こす ， 全 く主 観的な ， 個 々 人 に よ っ て 異な るだ けで は な く，一個人 に お

い て も違 う時点で は違 うもの となる 連 想 ・〈観念〉 とを ，区別する 。
フ レ ーゲ

に よ る と ， 〈記号の 指示対象〉 と は ， わ れわれ が 〈感覚器官 に よ っ て 〔直接〕

感 じ取る こ との で きる物体〉だ とい う （〔 〕内引用者）。これは く客観的〉実

在だ と い う。
こ れ の 対極に 在 るの が く完全に 主観的 な観念〉だ とい う。 〈記号

の 意味〉は そ の 〈中間 に 位置 して い て 〉，
た し か に ，

一方 で ，そ れ は 〈すで に

観念 の 様 に は 主観的で は な い に し て も〉， 他方，〈指示 対象〉 そ の もの の 様に は

〈未だ物その もの とい うわげで もな い 〉 とい う。

　 こ の うち ，〈指示対象〉が 〈物体〉そ の もの だ とい う解釈は 修正 し て お く必

要があ る 。
フ レ ーゲ 自身が あげて い る例か らも結論 で きる所な の だ が ， 〈指示
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対象〉 と は 1 主体の 意識，そ の 《視線》と無関係に 全 く客観的 に 存在する ， 物

そ の もの では な い とい うこ とで ある 。 それは ，あ くま で ， 意識が ，〈記号〉 と

．〈意味〉 とを介 し て ，それに 向け られた時に意識に よ っ て 捉え られ た 限 りで の

物体で ある 。

’
こ の 点 に つ い て は ，同 じ くフ レ ーゲ に拠 っ て く指示対象〉 と く意

味〉 と の 相異を区別 しよ 5 として い る ジ ン キ ン 〔6）が，〈名称 〔記号 の
一種〕 と

無関原に物が指示対象だ と考え られ るべ きで は な い
。 あ らゆ る物は単 に物で あ

る に すぎな い
。 名づ け られ て い な い 物も存在 し うる 。 しか し，あ らゆる名称 は

常に なにもの か を名指 して い る 。 そ して こ の な に もの か は一定 の 物で ある 。
こ

　 　 　 　 　 ．　　．　　 　　 　 ．　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　■　　 　　　 コ　 　コ
の よ ラに

， 指示対象とは
， 物に 名を与える こ とに よ っ て 実現 され る，名称の 属

り
性で ある〉 とま で 言 い 切 っ て い る （傍点 ， 〔 〕引用者）。

つ ま り，〈指示対象〉

は 意識に 関係な く存在す る純粋な客体 と して の 物体と い うよ り，すで に その物
　　 サ　　　サ
体の 表象なの で ある 。

　 b． 〈物質系〉〈記号 系〉〈観念系〉

　 〈記号〉が ，こ の ように ，〈指示 対象〉を 介 して 物の 世界 と繋 り，〈意味〉を

介 して 〈観念〉 の 世界 と繋 っ て い るとい うこ の 二 面性に つ い て は ，別 の 言葉で

言えば ， やや曖昧 に なるが ， 〈言語は現実 と意識 とに 同時に 所属する〉（7〕とい う

様に も言 うこ とが で きよ う， もし，意識され名づ け られ る以前の 純粋に 客体 と

して の 物そ の もの が く現実〉 の
， 〈記号〉 とその 〈指示対象〉 と く意味〉 と が

く言語〉の ，〈観念〉が 〈意識〉の ，それぞれ の 構成要素と解 し て も差支えな い

な らば。
ソ ン ヅ ェフ は こ の点を さ らに一

般 シ ス テ ム 論 に 基づ い て 整理 し て み せ

て い る が ，それに よ る と，こ こ に 言 う く現実〉は 〈物質系〉 と 呼 び 変え ら れ ，

それは 〈一定の相互関係に ある物質的な要素か ら成 っ て い る体系〉で ある と特

徴づ け られ て い る 。 又 こ こ に 言 う 〈意識〉は ，〈観念系〉と呼 び変え られ ， 〈一

定の 相互 閧 係｝ヒよ っ て 結ばれ て い る …観念…が 構成要素 とな っ て い る体系〉 と

特微づ け られ て い る。
こ れ らの 体系が い ずれ も均質 な homogeneous 要素 （物

質か 観念）か ら成る体系 で あ るの に 対 し ， 〈言語〉に 当る 〈記号系〉は 不均質な

hetrogeneous な体系で ある 。
つ ま り，それ は 〈体系 の 構成要素が ，それ が物

理的実体 として もつ 属性の 故に とい うよりは む しろ，それ 自身以外 の何 もの か

の 指標 とな り，自分 の 外に 在る も の 〔観念〕に つ い て の 信号 とな る とい う， 〔物

理的実体 として 本来有す るの では な い 〕それ らの 要素に 〔体系か ら〕付与 され

た 特性 〔役割 ・機能〕 の 故 に i 体系に と っ て価値を もつ 〔体系の要素た りえて

い る〕様な ， そ うした体系〉と特徴づ ける こ とが で きる とい う （〔
』
〕内引用者）。
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も し こ れ ら の 論者 の 言 う様に ，〈言語〉・〈記 号 系〉が こ の 様 に 二 面性一 く物

質性〉 と 〈観念性〉一 とを同時に もつ とすれば ， 〈記号系〉そ の もの の 裡に も ，

そ の 下 位体系と し て 《第二 次物質系》， 《第二 次観念系》あ るい は簡単に 《概念

系》 とで も呼ん で い い 様な部門を措定 し ， 〈記号系〉が 〈物質系〉 と く観念系〉

とを媒介 した様に ， 〈記号系〉内で 尋、 ，《第二 次物質系》と 《概念系》とを相互

に 関連づ け る 《媒介系》 とで も呼ぶ べ き部門を両下位体系 の 中間に 措定 した 方

が ，〈記号系〉を
一層明示 的に 表現で ぎるであ ろ う。

　 ソ ン ツ ェ フ の 言 う 〈記号系〉 に こ の 様 な補足を加え て お くこ と に よ っ て，わ

れ われ は ，今ま で触れ て きた フ レ ーゲ ら の 言語 に 対す る 《外か ら》の 特徴づけ

を ， ソ シ ュール や イ ＝ ル ム ス レ ウ ら の 《内側か ら》の い わゆ る く構造主義的〉

な特徴づ け に 接合 し うる 接点を用意す る こ と も で きる
。

　 C． 〈不定形 の素材 〉・〈形相〉。〈実体 〉
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ラ　ソグ

　 ソ シ ュ
ール 【9｝に よ っ て も， 〈言語〉は 〈観念 と音 とを仲介する 〉一種 の 媒 介

装置だ と言われ る。 彼は ， まず，〈言語〉は い か なる 〈実体〉を も産 出す る装

置で は な い
， とい う。 〈観念〉 とい う 〈実体〉 も， 〈音声〉 とい う 〈実体〉 も ，

〈言語〉が 自らの裡 か ら産み 出し た もの で は ない ，と い う。 それ は ，

一方で ，

〈星 雲〉 の 様に 未分 化 で不 定形 の混沌で ある 〈観念〉を，その表 出手段 （た と

えば音声）に 媒介す るた め に ，〈区分〉 し 〈限定〉 し 〈分節〉 し ， 他方で ， 同 じ

く未分化で 不 定形 の 連続体で ある ， た とえば
， 〈音声〉を ， 〈観念〉に媒介する

た め に ，〈区分〉〈限定〉〈分節〉す る 。 そ の 意味 で純粋に く形式〉付 与，構造

化 の た め の 体系だ とい う。 屡引用 され る 紙 の 表裏 の 比喩を こ こ で も 使 えば ，

＜観念が表 で あ り，音声が裏。 裏を 分断せ ずに 同時に 表を分断す る こ とは で き

な い 〉 と言われ る時の く分断〉の 仕 方 ， 〈分断〉 の 方式， それを 供給す る の が
　 ラ 　ソ　 グ

〈言語〉だ と い うこ とに な ろ う。
ソ シ ＝一ル は ，周知 の とお り， 〈音声〉を分

節化 し こ れ に 〈形式〉を付与する部門を総 称し て く記号表現＞signifiant
， ＜観

念〉を 分節化 し構造化する部門 を 総 称 し て 〈記号 内容＞ signifi6 と 呼 ん で
，

〈言語〉 内に 措定 して い る 。
つ ま り ，

一方で ， 〈記号表現〉の く形式〉 ・構造

（関係の 網）が 〈無定形の〉素材，た と え ば 〈音声〉に一
種 の 網 とし て投射さ

れ る こ とに よ っ て，〈音声〉が 〈限定〉〈分化〉〈分節〉 され ， 他方で ，〈記号内

容〉 の 〈形 式〉 ・構造が 同 じ く く不定形 の 〉〈観念〉素材 に 関係 の 網 と し て投

射 され る こ とに よっ て ， こ れ も同 じ く ＜分節〉〈限定〉 され る。 そ の よ うに し

て 〈言語 〉は 〈音声〉 と 〈観念〉 とを媒介する
， と い うの だ 。
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　イ エ ル ム ス レ ウ【10tは ， ソ シ ュール が く不定形 の 観念〉 〈不定形 の 音声〉 と呼

ん で い た 二 種の 混沌た る 〈星電〉状態を ，改め て ， 〈内容素材〉〈表現素材〉 と

呼び ， そ れ らを限 定 ・区分 し こ れ らに 分節化を与え る 〈形式〉の 方 は ，〈内容

形相〉〈表現形椙〉 と呼び か え ，両部門 （内容部と表現部） の 〈形相 〉に よ り

分節化 され整序 された結果 を，未分化 の 〈星雲〉状態 の 〈素材〉 と明確 に 区別

す るた め に ．〈内容実体〉〈表現実体〉 と名付け て い る。

　以上 ，
a ，　 b，　 c の所説を相互に 関連づ け て 図表化 し明示すれば ， 次の 様に

な る だろ う
一

（ソ ン ツ ェ フ ・そ の修 正 ）

観 念 系 廴意識系〉

　 （ソ シュール ・イエ ル ム ス レ ウ〉　　（フ レ ーゲ ）

　 「
一一
｛：＝＝ ］

…
観 念

一一一一1
　

L − 一
不定形の 内容素材

一一一

一
表

現〕

　

　

（
反

言　 系

血へ一

概念系

「
投

射∀

憶 味 論）

毎
節

化〕

内容実体 一一

灘 ∫
倍 齢 ）　 L

　 　 　 　 　 　 　 （ヤ コ ブ ソ ン ）

　　　　　…
匸＝＝コ

コ …［ ＝ コ

内 容 形 相

〔恣 意白訂「
コ
“］f系）

表
・
現 形 相

（音声 学  

縮 1
系

〔音響判

物 質 系 （現実系）

〔
投

射）

一一　表現実体　用

「
分

節

化

r
−一一不定形の 表現素材 一一

一一『1L−一一一［＝ 一一

一一一 指 示 対象 一一一 指 示 対象

疳

一一
意 味 ・璽一

意 味 （表 象）

示 「表 出〉 （近接 連合）

一音素倍 声表象｝憙
識

作

坦

一一

一
　

　
　
　
　　
　
　
　　．

記　　号

憲
識

作

理一

匸 ：：］
一一
＝

＿昌 才驚 名付 け ぎる物
鹽一明 未だ名付けざる嬲

　 d． 心 理現 象の言語現象へ の 読み 替え

　さ て ，
こ の 図表に 示 され た ，ヤ コ ブ ソ ン 用語法の 一応 の 整理を 基 に して ，引

用 文 〔皿 〕に 示 され た心理 現象に つ い て の 記述を 言語現象 へ と読み替え ると い

う本章 の 課題に 戻 っ て 言えば ， そ こ に 言 う 〈客観的 に 与え られた 感覚印象〉 と

は ，
こ れ を聴 き手 の 立場 に 立 っ て 解釈すれば ， まず，記号系内の 物質系 ・第二

次物質系の 要素，た とえば音声とか文字に 当る と解釈で き よ う。 そ れ が 〈知

覚〉 され 〈同化作用〉を受けた く結果〉と は
，

こ の く感覚印象〉 ・音声な り文

字な りの 連続体が，表現形相 に よ っ て 整序 され分節化 され た表現素材，つ ま り，

表現実体に 他な らな い と く知覚〉 され て く同一視〉 され ， そ の 〈結果〉が さ ら
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に ，〈習慣的な近接連合〉に よ っ て ，内容形 相 （意味）に よ っ て整 序 され 分節

化 された内容素材 ，
つ ま り内容実体 （指示対象） と 〈同化〉 され ，表現実体が

その まま内容実体に 他な らな い と 〈知覚〉〈同化〉 された 〈結果〉 とい う こ と

に な る で あろ う。 話 し手 の 立場 に 立 っ て 解釈すれ ば ，〈感覚印象〉 は ， 感 覚器

官に 捉 えられた ，未だ名づけ られ ざる物 ， つ ま り，記号系外 の 物質系の 構成要

素 とい うこ と に な ろ う。 それ が く知覚〉され 〈同化〉 された く結果〉 とは ， こ
　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　
の 〈感覚印象〉 と して 捉え られた もの そ の もの の 連続体が ，内容形相 に よ っ て

一
定 の 区分 ・限定 ・分節化を加 え られ 整序 された不 連続体つ ま り内容実体 （指

示 対象）だ と 〈知覚〉 され ，ある い は それ と 〈同化〉 さ れ ，そ の く結果〉が，

〈習慣的な近接連合〉に よ っ て，表現形相 （音素体系）に よ っ て 整序 され分節

化 さ れ た 表現素材 つ ま り表現実体 （音声あ る い は文字な ど） と 〈同化〉 され た

く結果〉だ とい うこ と に なろ う。
つ ま りは ， わ れ われが ，〈日常言 語〉的 な意

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　サ　　　コ
識 の 裡に 在 る限 りは ，た とえば 音声 （表現実体）を 聴け ば直ち に そ れ と連合 し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■　　　■
た 指示対象 （内容実体）を想起 し て し ま い ，もの を指示 対象 と意識すれ ば直 ち
　

に それ と連合する音声な り文 字な り を想起 して しま うと い う， こ う し た実体

（表現） と実体 （内容）を短絡 させ ，そ の 間に介在 し，その 短絡を実は 内部 で

支 え可能に して い る媒介装置，表現形相 （音素体系） と内容形相 （意味体系）

とぽ意識 される こ とが な い
。

つ ま り，
ソ シ ュ ール の 言 う意味 で の く言語〉その

もの がそれ と して 意識され る こ とは な い ，と い う こ とに なろ う。

　こ れ が ， 『最 も新しい P シ ア の 詩』 の 段階で ヤ コ ブ ソ ン が 言 う，〈日常言語〉，

ある い は そ の 発話 の うち に 顕わ れ る 〈日常言語 〉の 構造上
一

要素 の 関係 の 仕

方
一

の 特徴だ とい えよ う。

　 2．　 機能上 の特徴

　こ う した構造上 の 特徴は ，機能が構造を決定する と い う認識 に 従えば ，われ
　 　 　 　 ラ 　 ン　グ

わ れが く言語〉を く日常言語〉 と して 用 い て ， 言語記号以 外 の 体 系 ， 観念系

（意識系）ある い は それ に 媒介 され た物質系の ，構成 要素に つ い て の 情報を伝

え ると い う， 〈通信の 機能〉を 〈言語 〉に 負わ せ た こ との ，い わ ば不可避の結果

だ と考 え られ るが
，

こ の 段階 の ヤ コ ブ ソ ン は，〈通信の機 能〉が何で あ る か を

立 ち入 っ て 規定 して い ない だけで な く，機能上 の 特徴 と構造上 の 特徴 との 間に

在る （と少 くとも今 日は 考え られ て い る） 因果 関係を 明示 して もい ない 。 両者

の 特徴は 単に 併記 される に と どま っ て い る
。 機能 に よ る構造の 決定 とい う点に

つ い て 明確な認識が定式化 され る に は ，次 の段階，プ ラ ハ 学派 の 理論活動を待
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た ねば ならな い
。

IV．　〈詩的言語〉の機能 と構造　解釈

1．　機能上 の特徴

　こ の 段階の ヤ コ ブ ソ ン に よ れ ば，〈日常言語〉に と っ て は ， 〈通信の 機能〉，

つ ま り， 言語体系外の 体系一 観念系 （意識系）， あるい ぽ それ に 媒介 さ れ た 物

質系 （現実系）
一

の 諸要素に つ い て の 情報を伝え る の が 〈固有 の 機能〉で あ

る と言われ た 。
これに 対 し ， 〈詩的言語〉 の 〈固有 の 機能〉ぱ エ ス テ テ ィ ッ シ

ュ な機能 ，
つ ま り ， 〈感知の 機能〉だ と い わ れ る 。 〈伝達 の 機能〉は こ こ で は

く極度に 抑え られ る〉 と い う。 〈詩的言語〉に よ る発話で は ， 何か を 〈伝 達〉す

る1動ぎは 背後に 退き （ある い は周辺 部に 去 り），何か を 〈感知〉させ る機 能が 前

面 に
， ある い は 中心 に 現わ れ る，と い うわ け だ 。 で は，主 と して 何を く感知〉

さ せ る の か 。 〈音声〉だ とい うの が当時有力な学派で あ っ た Ohrenphilologie｛iab

の 答え で あ るが ， す で に 背後に ク ル テ ネ ・ シ チ ェ ル バ の 音韻論 の 伝統を もつ ヤ

コ ブ ソ ン は は っ き り 〈音声では な い 〉 と断 じて い る 。
こ れ は 明 らか に わ れわれ

の 日常的な言 語意識 に反する 判断だ 。 朗唱 され る場 合は 勿論，自ら黙読 し て い

る場合で す ら， わ れ われ が詩の リ ズ ム と して く感知〉 し て い る の は ， テ ク ス ト

を再現 し て ゆ く ＜声〉 の リ ズ ム だ とい うの が ，わ れわ れ の 直観の 語る と こ ろ で

は な い だ ろ うか
。 しか し ， ヤ コ ブ ソ ン は

， 詩篇の リ ズ ム を 調節す る 〈諧 調法〉

は 〈音声〉 を扱 うの で は な い と断 じ去 っ て い る 。
つ ま り，書語記号系内の 第二

　　　　　　　　　　　ロ　　　ロ　　　t
次物質系 の 要素そ の もの ，ある い は む しろそ の 物理生 理的特徴が 〈詩的言語〉

に よ る発話が 〈感知〉させ るべ き真の対象で は な い
， とい うわ けで あ る 。

で は ，

記号糸 内 の 意識系 ・ 概念系 の 要素 （指示対象） と成 る こ とに よ っ て ，われ われ

の 感覚的意識 の前に 現われる ， 物質系の 要素つ ま り物， こ れを生 ぎい きと く感

知〉 させ るの が ，〈詩的言語〉の 〈感知 の 機能〉な の か
。 しか し，ヤ コ ブ ソ ン は

言 う一
一

〈詩は発話の 指示対象に は 関心 を払 わな い 〉。 とす れば，残 されて い る

の は ，表現部門で も内容部門で も形相だけ とい うこ とに なる 。
つ ま り， 表現形

相 ・〈音素〉 と内容形相 ・〈意味〉 あるい は 〈意味表象〉 と い うこ とに 。 ヤ コ

ブ ソ ン 自身 ， 〈諧調法が扱 うの は ， 音声で は な く，音索で ある 。
つ まり， 意味

表象 と連合する こ と の で きる聴覚表象だ〉 と述べ
， 〈音声表象 と意味表象 とが

それ 自体 に
……関心 を集中さ せ る〉 と言 う。 〈指示対象〉ある い は それ を介 し

て 物その もの の 世 界が 〈詩的言語〉 の 〈感知〉の 対象 となる の で ぽ な く， 〈指示
　 　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　サ
の 仕方〉， 同 じ 〈指示 対象〉を もど う 〈指示 〉す る か

一
た と え ば ，マ ヤ コ フ
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ス キ ーが 《暮れ てゆ く街路を ガ ス 燈 が照 ら して い る》とい う く指示対象〉を そ

の よ うな袤現で く指示〉せ ず ， 〈禿げ の 街燈が／淫猥 に 脱が せ て ゆ く／路上 か

ら／黒 の ス ト ッ キ ン グ を 〉 と指示す る時，〈感知〉 さ る べ ぎは ，《暮れ て ゆ く街

路をガ ス 燈が照 らして い る》 とい うイ メ
ージ で は な く，こ の エ ロ テ ィ ッ ク な効

果 を狙 っ た表現の仕方 ・〈指示 の 仕方〉・〈意味〉そ の もの
， それ こ そ が 真の 〈感

知〉 の 対象だ，とい うわけで ある 。 した が っ て ，表現部門に 関 して も，あ くま

で ，そ うした 〈指 示 の 仕方〉 〈意味〉 と連合 しうる もの とし て の 表現要素 ，
つ

ま り は ， 〈音声〉の 物理 ・生理的特徴 （あ るい は こ こ に 朗読者個人に の み 特有

の ，彼 自，身の 個性とだ け連合す る様な社会的 ・心理 的特徴一
フ レ

ーゲ の い う

〈観念〉 も含め て一 を入れ て もよ い だ ろ う）で は な く， あ くまで 〈音素〉《集

合》の 実現態 とし て の 〈音声〉《元》，表現形相の 実現 された 形 と して の表現実

体 ， それ が真 の く感知〉 の対象で あ る，とい うこ とに なる 。 した が っ て ，
こ の

立 場 は ， 単 に ，ヤ ク ビ ン ス キ ーの 定式 の 修正 や ド イ ツ 流 の Ohrenphilologie
一 ジーフ ブ

ース a21ら
一

へ の 批判を 暗示 して い るだ け で は な く （次 の 『チ ェ

コ の 詩に つ い て 』 〔1923〕で は その 批判は す で に 明示 的 に な され て い る）， 同時

に
， そ の こ とを通 して ，た とえば ポ モ ル ス カ に よ っ て 〈ln　 the　 theory 　 of

the　early 　Opojaz　a 　sign 　in　poetic　language 　is　characterized 　as　purely

Phonic＞e3｝（イ タ リ ッ ク 原文）と批判され て い る特徴 も，すで に こ の 段階 で ，音

韻論 と意味論の 方向に むか っ て ，の り こ え られ よ うと し て い た ，と言えな くも

な い
。

　2．　 構造上の特徴

　 く日常言語〉が，そ の 圃有の 〈通信伝達 の 機能〉を有効に 果 す た め に は ，
　 ラ 　ン グ

〈言語〉 内部 の 表現形相 （意素体系） と内容形相 （意味体系） の 方は こ れ を意

識の 外ある い は 周辺 に 追い や り，両実体，音声 と 指示対 象 とを，〈近接連合〉

に よ っ て 短絡さ せ ， 音声を指示対象 と ， 指示対象を 音声 と ， 感受 させ る とい う，

そ う．し た 搆造上 の 特微が 不 可欠で あ っ た 。 で は ， 上 記の様 な 〈感知の 機能〉 を

有効に果すに は ， 言語要素間に どの よ うな 関係が成立 し て い れば よ い の か 。

　こ の 点に 関す る ヤ コ ブ ソ ン の答え は ，適切な用語を見 い 出 せ ぬ た め か
， きわ

め て暖昧で あ る。 〈詩的言語〉の 発話 ・〈詩篇〉に お い て は ，〈N 常言語〉の テ ク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 リ　　　ロ　　　■　　　　
ス トの 場合 よ り，〈音の 面 と意味 と の 繋 りが よ り

一層緊密で ，

一
層内密なもの

に な っ て い る〉 と言 う （傍点引用 者）。

　すで に 見た様に ，〈日常言語〉で は ，〈音の 側面 と意味〉， つ ま り， 音声 と指
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示対象の 裡に 実体化 されて 現われ る音素体系 と意味体系 とい う形相の 体系相互

間に ， 習慣化 した 〈近接連合〉が成立 し て い る こ とが 〈通信機能〉を果す 上 で

不 可欠で あ っ た 。 で は ， 上 記の ヤ コ ブ ソ ン の 言葉の 含意 し て い る所 は ，＜詩的

言語〉に お い て は ，そ の く近接連合〉が 〈日常言語〉以上 に く一層緊密で ，一

層内密 なもの に な っ て い る〉 とい うこ とな の か 。 明 らか に そ うで は ない 。 ヤ コ

ブ ソ ン も，〈音の 側面 と意味〉と の 〈習慣的な近接連合 が背後に 退 く〉の が 〈詩

的言語〉だ と明言 して い る 。 ある い は 又 ，〈近接連合〉が 〈日常言語 の 保守姓〉

を保証iし て い る の に 反 し， 〈詩的言語〉では く一層緊密で ，一層内密〉な 〈音

の 側面 と意味 と の繋 り〉が，逆に ，言語を くよ り変化 しや すい 〉もの に し て い

る ， 反保守的な もの に し て い る，と断言 して い る 。 した が っ て ，
こ の 〈一層緊

密で 一層内密 な〉 と い う比較級に 対 して ，〈日常言語〉の 裡に 暗黙の 裡 に 前堤

されて い る原級 ， 暗 黙の 比 較の対象，それ は ， 明 らか に ， 〈近接連合〉の 〈緊

密さ〉〈内密 さ〉で は な い
。 と した ら，そ れは ど の よ うな種類 の 関係か 。

　夭折 した 〈ポ ーラ ソ ドの 天才的 な言語学者＞U4 ク ル シ ェ フ ス キ ーが ， す で に

十九 世紀末，言語 の 歴史は 〈類似連合に 基づ く進歩の 力 と近接連合 に 基づ く保

守 の 力 と の 永遠 の 敵対関係＞unか ら成 り立 つ ，と見事に 喝破 し て い る 。

　ヤ コ ブ ソ ソ が ， あの 比較級の 原級 と し て ， 暗黙の 裡に く日常 言語〉 の 発話 の

うち に存在 して い る もの と前提 し て い た もの は
， 〈進歩 の 力〉〈言語 を よ り変化

し やすい もの に す る〉要因 ， 〈類似連合〉に 他 ならな い
， とい う こ とで ある。

　 こ の ク ル シ ェ フ ス キ ーの 洞察を も組み 込ん で ， ヤ コ ブ ソ ソ の 〈詩的言語〉 の

構造的特徴 に つ い て の 所説を読み替えれ ば，次 の様に 言える だ ろ う一

　 〔イ〕 〈日常言語〉 の 発話で は ，音素 と意味 ，音声 と指示対 象 との 間の 〈習

慣的な〉， したが っ て く保守の 力〉 と して働 く，〈近接連合〉が 〈よ り
一層緊密

で ，

一層内密〉で ある の に 対 し，〈詩的言語〉 の 発話 ・詩篇で は ， 逆 に ， そ の

〈近接連合〉は 〈背後に 退き〉， よ り 〈緊密〉で も，よ り く内密〉で もない もの

に な っ て い る。

　 〔口 〕　それ と共に ， 〈日常言語〉 の 発話 で は く背後に 退き〉，よ り 〈緊密〉で

もよ り 〈内密〉で もない ，音素 （音声） と意味 （指示対象） との 間の ，反 く習

慣的な〉， したが っ て，〈進歩の 力〉 と し て働 く， 〈類似連 合〉が ， 詩篇で は ，

逆 に ， 前面に 現わ れ て ， 〈よ り
一層緊密に ，一層内密に な っ て い る〉。

　語結合 の 原理 の 階層の 裡で ， 日常言語 の 揚 合は ， 近 接性原理が ，〈抽象的な交

構造図式＞t「Otに 語彙項 目を挿入す る際に 決定因 とな る原理 と して ， 類似性原理

に 対 し決定的 に 優位に 立 ち ，後者を 周辺 部に 追い や る の に 対 し，詩的言語 の 場
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合 は ，逆に ，類似性原理 こ そが ，詩句形成の決定因 と して ， 近接性原理に 対 し

決定的に 優位に 立 ち ， 後者を 周辺部に 追 い 落す ， と い うわ け で ある 。

　音素 と意味，音声と拇示対象 との 間 の 関係 の 仕方の ，こ うし た構造的特徴 こ

そが ， 詩的言語の 発話に お い て ， 〈通信 の 機能〉を く極 度に 抑え〉 る こ と を可

能に す る と共に ，詩的言語 に 固有の 〈感知の 機能〉を前面 に 押出す こ とを可能

に して もい る 。

　無論， こ の 段階の ヤ コ ブ ソ ン に よっ て こ の 様 に 明言され て い るわ け で は な い

が ， そ の 含意 し て い る所を 充分に 開 い て補足 して 言えば， 以上が ，『最 も新 し

い ロ シ ア の 詩』 （1919）の 段階 で の ヤ コ ブ ソ ン の ，〈混用の 仕方〉（ア リス トテ

レ ス ） に つ い て の ひ とつ の 答え で ある。

V ． 残 さ れ た 課 題

　で は ，〈通信の 機能〉を背後に 押 しや り， 〈感知 の 機能〉を 前面に 押 し立て る

こ とを可能 に する ， 近接性原理 に 対す る類似性原理 の 決定的優位 とい う関係は，
　　　　リ　　　サ
具 体的に は ， 言語要素を どの ように 結合す る こ とに よ っ て実現 され るの か 。

つ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■　　　ロ　　　　　　　　

ま り，〈通常語〉 の く不 可能 な結 合〉 の 具体的な方式 と して は どの よ うな方式

が ある の か 。
こ こ で ， われ わ れ ば ，よ うや く，〈詩的奸策〉を 具体的に 検 討 し

う る 地点 に まで 到達 した こ と に な るが ，それは 次の機会に ゆず らざるを え な い
。

さらに 又 ， 詩的奸策 と日常言語 と の ダ イ ナ ミ ッ ク な相互 変形 とい う通時論的問

題に つ い て も ，
こ こ で は ，残 さ れ た課題 の ひ とつ とせ ざる をえな い 。 しか し最

大の 残 され た課題は ，これま で の 検討を ソ シ ュ
ール の 言 う 〈ラ ン グ〉 と くパ ロ

ール 〉 との 区別 に 基づ い て 根本か ら読 み直す とい う こ とで あろ う。 変形文法理

論 の 導入 に よ る読み 替えは未だ時期 尚早 として も。

注（1） 「詩学ゴニ ，二 章 （藤沢令夫 訳，r世界古典文学全集』 16．43〜45頁頁所収）。 以下，

　 特 に 注記 し な い が，ア リス トテ レ ス の 引用文 は すべ て こ れ に 拠 る 。

　（2） HoBe 舳 aH　pyccKafi　rrog3a 兄．　npara．1921 （1919 年執筆）。以下特に 注記 し な い

　　限 り，ヤ コ ブ ソ ン の 引用文は こ の 論文か ら の もの で あ る ，

　  　
“Linguistics　 and 　 Communication 　 Theory ・「7　 in　Structure　of　Language 　 and

　 　its　 Mathematical　 Aspects ．　RhQde 　Island
，
1961．

　（4）　06 匸Uee　fi3blKo3HaHHe 　（BHyTpeHH 鋤fi　cTpyKTypa 　H3blKa ），　r 旺 aBa 　nepBa 兄 ；　O

　　noHfiTxHx 　H3bII （oBoth 　cHcTeMbl 　n　cTpyKTypbl ・LM り 1972．

　（5） 以下，フ レ ーゲ か ら の 引用 は 全 て Transnlatiens 　frQm 　the　Ph三losophical　Writi・

　　ngs 　of 　Gottlob　Frege，　Translated　by　Peter 　Geach　alld　Max 　Black ．　Oxford，

　　1970 所収 の
“ On　Sense　and 　Reference” に 拠 る 。
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(6) H.M.>KHHKHH.  IleTblpe  KoMMyrml<aTHBHble  cvacTeMbl  
'u

 ueTblpe  fi3blKa, B

 c6opHvaKe  cTaTeth  <TeopeTI{gecKHe Np06neMbl  HpHKnanHeil  JHHrBHcTHK">.

 M., 1965. ,                                                     '
(7) A.A.BpynHbipVr. CeMaHTHKa  fl3biKa H ncHxoxorHH  HeaoBeKa.  oppyH3e, 1972.

(8) B.IV!.ConHueB. fi3biK r<aK  cpicTeMHo-cTpyKTypHoe  o6pa3oBaHHe.  IV!., 1971.

(g) F. de Saussure. Cours  de linguistique g6n6rale.  Paris, 1969.

aQ L.Hjelmslev.  Prelegomena to a Theery of Language, translated by F.J.

 Whitfielcl. London,  1961.

aD Ohrenphilologie  lc-)v,-CatL'V r 7' )t yop  O  ueLllcKoMcTMxe.  iVl., 1923 $.ff,e...
ae JI,rl[.AI{y6HHcKHv"I. O  3ByKax  cTHxoTBo.pHoro  fi3blKa.  B  c6opH"Ke  cTaTen

 <rlosTzKa>. I'IeTporpan, 1919.

aO K,Pomorska. Russian Formallst Theory and'its  Peetic Ambiance.  The

 Hague,  19S8,
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