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記 号 論 と　意 味 論
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　 R．ヤ コ ブ ソ ン は
“ On 　 Linguistic　 Aspects　 of　 Translation”

の なか で ，

「Signum が な けれ ば signatum は ない 」
（1｝ と述べ

， 意味論 が記号論に ほ か な

らない こ とを指摘 して い る 、， 意味は 記号を は なれ て それ 自体で 存在す る こ とは

で きず ， 記号に よ っ て は じめ て 成形 され る 。 我 々 の 意識は ひ とえに 言 語意識で

あ り， 世界の 分節 ， 事象の 区別 を言語に 負 っ て い る 。 意識 は 内言 BHYTPeHHflfi

peZlbに よ っ て支 え られ ， 内言 は 外言 BHemH 朋 pei−lb す なわ ち 言語 に よ る社会

的交流 の 過程 で 形作 られ る 。 外在化 した 記 号的側面が表に 出 され て意味が か く

れ るが ， 内 詳で は逆 に それ が取 り払 わ れ て 意味が い わば む きだ しに 近 くな る 。

聴覚映像を 我々 は 意識 しない こ とが 多い
。 そ こ で は 形態的側面 は 押 し潰され て

signatum の 範列論 ， 連合関係が 強凝） られ， 維論 ない し述態関係形成 の た め に

同義語群の 共通概念が 操作 され る よ うに な るが ， それ で も外言の 麦 えを絶 たれ

るわけ で は な い
。

こ の よ うに ， 意味 の 成形 は あ くまで も記 号に お ぶ さ っ て い る

の で ， 意昧単位の 設定は 記号単位 の 設定規準に 準 じて 行 うこ とが考え られ る c，

　 ヤ コ ブ ソ ン に よ る と ， 記号 sigllum は 音 と意味，　 s攻nans と　signatum の

結 合で
， 対象 との 関係性 に よ り様 々 に 機能す る

。
SignanSは 被知 覚性 Wahr −

nehmbarkeit
，
　signatum は 翻訳 叮能性 Ubersetzbarkeitを特微 とす る 。 記号の

翻訳 可能性に つ い て は 記号論の 祖パ ー
ス や イ ェ ル ム ス レ ウ が つ とに 指摘 して い

る し ，
ロ シ ア で は ウ ォ 卩 一 シ ノ フ が ， 了解 と は 記 舅｝に よ る記 号の 置 き換 え〔2｝と

い う考えに よ っ て それ を示 唆 し て い る ，
、 こ こ で い う翻訳 とは どん な もの なの か f，

「しか し ， 単に SignanS ば か りで な く SignatUm も純言 語学的， しか も完全に

客観 的 な方法 で 研 究 で ぎ 甑 、我 々 は ， も し ， 各言語記号 の 本 質的特性 は 同
…

の

言 語体系あ るい は 他の 言語体系の
， よ り展開 され ， よ り明示 化 され た 詑号あ る

い は 簡略 な記号に 翻訳で きる点に あ る とい うパ ー ス の 命題を 認め る な ら ， 純言

語学的な意味論 を構築す る こ とがで きる だ ろ うし ， また そ うし なけ れ ば な らな

い 。 」
〔3）パ ー ス の い う翻訳は い わ ゆ る翻訳 ，

つ ま り ， A とい う自然言 語か ら B とい

う自然言語 へ の 翻訳 よ り も広義で ある こ とが 注 臼 され 胤 ，記号は 有限で あ り な
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が ら現実 の す
’
べ て を 名指すの で あ るが ， それが可能な の は ，

一 つ に は Slgnans

と signatum の 結合が不 縁的 ， 習得的だ か らで あ り， さ らに ， 記号 と物 とは 一一

対一 の 対応 をな さず ， 前者は 個 と普遍 ， 種 と類 を表現する と い う融通 性をそな

え て い るか らで ある 。 そ の ため 記 号 は 体系内部 で 有機的関係を な し ， どん な新

しい 状況 を も有限で ある 自己 の 要素を た くみ に 組み合 わ せ て 表現 して し ま う。

弁別的特徴 ， 音素 ， 語は 有限 で 閉 じた 体系で あ るが ， 語は その 組み合わ せ に よ

り無限 の 文を生 成 し ，
こ れ に よ り無限の 世界 と対応 し ， 同 定を 行 う。

こ の 無限

の 文が埋 解可 能なの は 別 の 分 りやす い 明証的 な文 で 置きか え可能 だか らで あ る 。

記号休系 の 有機性 とは 「記 号へ の 記号の 関係づ け」 の 可 能 性 で あ り， そ の 同定

能力が ∫解 とか 認識 ， 思 考に ほ か な ら な い
。

ヤ コ ブ ソ ン は パ ース を踏 まえて 翻

訳 を ，
1） 同

一
言語 内の 翻訳 （コ 言換え。 ある記号を 同

…
言語の 別の 記 号で 説明

す る こ と）， 2）言語 間の 翻訳 （木来 の 翻訳）， 3）記号 間 の 翻訳 （言語記号を非

言語記号で 置 き換え るか
， そ の 逆 ）の 三 つ に 解釈 した が ，

（4） こ の よ うに 翻訳 を拡

大解釈す る と ， そ れ は あ らゆ る コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ソ の 原理 に ほ か な らな くな る。

　我 々 は 記号 とい う概念を 中心 に 論 を進め て き た が ， 記号は 1） 体系性 ， 2）

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 機 能を 特徴 とす る 。 体系性に つ い て は ソ シ ュ
ール が ラ ン グ

論の なか で 明 らか に した が ， 伝達の 機能 は完全に 無税 され て し ま っ た 。
コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン の 問題は
，

と りわ け情報論 の 枠の なか で 取 りあげ られ て実 りゆた

か な成果が もた らされ た 。 情報論の 祖 C．シ ャ ノ ソ は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お

け る意味を 「翻 訳 とい う n！）if［的操作の 際 の 不 変体一1 と定義 した 。 彼 自身は 「通

信の 主要課題 は ， あ る と こ ろ で 伝達の た め に 選 ばれ た メ ッ セ ー ジ を 別の と こ ろ

で 正確に あ る い は 近似的に 再現す る こ とに あ る 。 し ば しば メ ヅ セ ー ジ は 意味を

もつ ． こ の ，
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ・ ン の 意味 論的倶r湎 は 問題の 技術的側面に 関係1ま

な い 」
｛5）と した が ， こ の 定義は 情報論を 踏まえ る記号論研究に 取 り入 れ られ る

よ うに な っ た 。
ロ シ ア の Bflq．　Bc．イ ワ ー ノ ブ

，
　A ．M ．ピ ャ チ ゴ ル ス キ ー

，　A・A ・

ピ オ ト ロ フ ス キ ー
，

レL 粥 ．ヤ グ ロ ム
，
A ．　IM ．ヤ グ 卩 ム

，　K）．　M ． 卩 トマ ン
，　B．　A．

ウ ス ペ ソ ス キ ーを は じめ ，
フ ラ ン ス の AJ ．グ レ マ ス （S6mantique　structural ，

Recherche　de　m6thode ，
1966）や C ．ブ ル モ ン が それ で ある 。 周知の とお り，

ヤ コ ブ ソ ン は 戦後 ， 通信理 論 ， 情報論に 大 きな 関心 を示 し ， それ ら諸科学の 用

語で 言語学を読み か え る 試み を行 っ た が ， 実は パ ース の 記号論 シ ャ ノ ン の 情

報論以前に フ ヅ セ ル の 表現論 ， ウ ォ ロ
ー シ ノ ブ の メ タ 言語論か ら示唆を受け ，

展 望を切 り開い て い た の で ある 。
フ ッ セ ル は 表現 6〕を話 し手 と聞 き乎の 間で の

記 号 の 交流 と し ， 記号は 伝達機 能を主 とす る もの で ， 交流に 際 し て は こ れに 告
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知機能が 加わ る と考えた 、、記号の 物理 的側面（音声複合）は 意昧付与作用に よ っ

て 意味あ る もの とな り ，
こ の 空虚 な意味は 対 象 と関係づ け られ て 充実 させ られ

る （意味充実作用 ）。 フ ッ セ ル は 論理学 を厳密に 基礎づ けるた め に 対象関係性 を

取 り除い た ス ペ ーチ ェ ス 的意味 の み を 取 りあ げ るべ きだ と し ， 意味 の 組成 に つ

い て は
， 1《意味》と は 何か とい うこ とは ， 色や 音 とは 何か とい う こ とが我 ノe に 与

え られ て い る の と同様 ， 直接的に 我 々 に 与え られ て い るで あろ う。 それ は もう

それ 以一ヒ定義 されず ， 記 述的に 最後の もの で あ る 1〔7｝とみ な した 。
ヤ コ ゾ ソ ン は

フ ッ セ ル の 表現論か ら話 し手 ， 聞 き手の 区別の 重要性を読み と り， それ を 『芸術

的 リア リ ズ ム に つ い て 』 （1921） の なか で 取 りあげ ，対 象関係 に よ る 日常的言語 ，

詩的言 語の 区別 は 『最 新 ロ シ ア 詩』， 『パ ス テ ル ナ
ー一ク 論』 で 展開 L た ．） また フ

ッ セ ル の 意味 の 同 一性 の 概念 は シ ャ ノ ン の 「翻訳 とい う可 逆的操作の 際 の 不変

休」 と い う概念を 受け 入れ る素地 を 作 り
， 先に あげた ウ ォ T．： 一 シ ノ フ の

， r解
とは 記号 の 関係づ け とい う考ジ⊂は ヤ コ ゾ ソ ン が コ ー ド変 換 rrepey｛oAI・lpoBKa ；

recording か ら メ タ 言語論｛8｝を発展 させ る こ とを llf能 に して い る 。

　ヤ コ ブ ソ ン ほ シ ャ ノ ン の 通信系 モ デル を図の ．1：うに 組み か え ，

ig）

　

　

手

　

　

け

　

　

》．

絡

ジ

触

脈

【
セツメ．

髪
一
暑

手り
琉
な

コ 　 ー　 ド

そ こ か ら様 々 な新 しい 事実 を読 み取 っ て い る 。 話 し 手と聞き手は メ ッ セ
ージ へ

の ア プ ロ ーチ を異に し ， 前者 は 観念か ら音 へ とむ か うが ， 聞 き手 は 音を捕え ，

それ を解読 し， 観念を把握 し よ うとす る 。 話 し手は 表現 の 選択可能性 （状況記

述の 選択と同義的表現手段 の 選 択） を もつ が ， 聞 き 下は記 号を 連 辞論的に 受け

とめ メ ッ セ ージ を 再構成 し て い くの で ， 選択の 可 能性 が な く， 同音 異義の 曖昧

さを背負わ され て い 鳳 ，
こ こ で 意味論に と っ て 重 要な の は コ ー ドの 概念で ある 。

話 し 手は 白分 の コ ー ドで メ ッ セ
ージ を組み 立 て て 発信 ， 聞 き手 も 自分の ：T　・t一ド

（い わ ば 暗 号解読表）を つ きあわ せ て メ ッ セ ージ を 「解読 」す る。 それ は 自分

の コ ー ドで メ ッ セ ー ジ を 再 構成 す る こ とで もあ る 1，た とえ ば ， H 木 人 同 士 の 場

合， 同
一一

の 日本語で 交流 す るか ら解読は ふ つ う自動的 に 行 わ れ るが ， だ か ら と

い っ て 両者の コ ー ドを完全 に 阿 親 し て は い け な い 、．t 我 々 は 信条 ， 世代 ， 環境

を異 に す る人 に つ い て 相手 の こ とば が分か らな い とい い ，
卩 シ ア 語で は ， うま

が 合 うこ とを H 罎 TH 　O6Ulylil 　fi3bll〈 と い う。
こ の こ とは た とえ i司一一一

の 自然 言語

で あ ろ うと ， 我 々 それ ぞれ が 内容的 に 異 っ た コ ー ドを持 つ こ とを示 して い る 。

一 15 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Assoolatlon 　 of 　 Russlan 　 Soholars

こ の 点 こ そ ， 意味の 可変性を 理解す る た め の 第
一

歩 とな る 。 多義語の 例 か ら分

る と お り記号 の 数 よ り も意 味の 数 の ほ うが は るか に 多 い
。 結合に よ る意味生成 ，

上記 の 語用論的 ヴ ァ リ：＝ ・一 シ ョ ン は 意味を い っ そ う変幻 自在 な もの
， 多様な も

の に し て し ま う。 了解 とは そ うし た 差異 の なか の 同
一

性確認の こ とで あ り， 確

認され た 同一 性が意味に ほ か な ら ない 。 ヤ コ ブ ソ ン の コ ー ド論は ソ シ ュ
ー ル の

ラ ン グ論の 不 備を 明 らか に す る。
r言語は 体系の 体系で ， 様 々 な 個別的 コ ー ド

を含む 総体的 コ ー ドで あ る 。 雷語の 文体は 偶然的 ， 機械的集積で は な く， 個別

コ ー ドの 合法 則的 ヒ エ ラ ル キ ーを形成 す る 。1〔i°］等質的 な単一 の 体系とい うソ シ

ュ
ール の ラ ン グは ，

コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ュ ソ の 立揚か らみ る と き， は なは だ し い 単

純化で ある し ， し たが っ て 共 時態 ， 通時態の 区別 も批判の 対象 とな る。
ソ シ ＝

一ル は 伝達か ら出発 し なか っ た た め パ Pt　 一 ・レ の 意義を充分に 理 解 し えず ， 社会

的規約 と して の ラ ン グ とい う仮構 を 最重要視 して し ま っ た 。

　現在 ，
フ ラ ン ス で は ， メ ル 卩 ・ポ ソ テ ィ の 「パ ロ ール の 現象学」， デ リ ダの

グ ラ モ ト Pt ジ ー
，

ポ ール 。 リ ク ー ル の 解釈学 な どで こ の ラ ソ グ論 の 批判が な さ

れ て い るが 尸 シ ア で は フ ォ ル マ リス 1・が フ ・ セ ル の 表現論を 踏 まえた た め に

ラ ン グ論に 毒されない で すん だ
。

ト ゥ ィ ニ ャ
ー ノ ブ

，
ヤ コ ブ ソ ソ の 『文学お よ

び 言語研究 の 諸問題』 （1928）， ウ ォ P 一 シ ノ ブ の 『マ ル ク ス 主義 と言語哲学』

（1929）で も ラ ン グ論の 批判が な され て い る 、 後者は ヨ ー ロ ッ
パ に お け る諸研

究の 批 判検討に もとつ い て す ぐれ た 話法論を 展 開し ，
の ち に 『ドス トエ フ ス キ

ーの 創作の 諸問題』 （1929）で それ を 実践的に 解 明 し ，　さ ら に ヤ コ ブ ソ ン の

『動詞 範疇 と して の 転換 子と P シ ア 語動詞』〔
11｝ を 生 み 出す き っ か け に な っ た 。

表現面の 同一 栓 とそ こ に ひ そむ 内容の 口∫変性に つ い て は 早 くか ら語彙論で も論

じ られ て い た が ，

パ ロ ール の 研究の 過程で 有効な結論を 引き出 した の は ，
フ ァ

ージ ュ も指摘 した とお り ，
フ ォ ル マ リス トた ち で ある 。 彼 らは ， 初 め ，

「手法」

の 概 念 に も とづ き表現面で の ア イ デ ソ テ ィ テ ィ
ーを 追求したが ，

の ちに ト ゥ

ィ 」 ・　・t・一 ノ ブ は 手法を形式 と機能に 分け ， 形式が 同
一 で もそ の 機能は 変化す る

こ とを 指摘 した 。

ゆ こ の 「発展」論 は 系列論 と密接な 関係を もち ， 形式主義克

服 の 展望 を開い た の で あ る 。

　人 に よ っ て コ
ー一ドが 異 な る な ら ，

コ ー ドは 無限に 存在す る こ とに な るが ， そ

れ らは なん らか の タ イ プ
， 文休 とい うか た ち で 分類で きよ う。 地 域 ， 階級 時

代 ， 文化 （科学 と芸術 ， 宗教 etc．）に もとつ く区別が 可 能だが ，
こ こ で は 霞ず

認識 論 的 1翼的 とい う見地か ら検討 して お こ う。

　我 々 の 意識は 言語意識で あ lp　
， それ は 日常的言語を支え と して い る　（cf ・ウ
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オ ロ ー シ ノ フ の 冫KH3HeHHoe 　o6 珥 eHHe ），， 「生活」 その もの が 複雑 な現象で ある

た め に ， 日常 言語は 雑駁を きわ め ， 様 々 な体系の るつ ぼ とな っ て い る 。 生命活

動 ， 心理 ， 文化 に 関す る言語が そ こ で 入 り乱れて 存在す る 。 だ が 日常言語 は 常

識性 と 目先 の 有用性に よ っ て機能す る た め に 大雑把す ぎ， 正確 な認識を行 な う

うえ で 不 適 当で あ り ， 学問 的記述 の た め の 言語が 必 要に な る
。

こ の 場 合人工 芦
』

語を 作 る こ ともある が ， そ れ とて も究極的に は 自然言語に よ っ て 定義され る 。

日常 言語 の 不 正 確 さを排す る た め 「修正 と再定義」 は ， ある語 の 意味内容に つ

い て 別 の 語 に よ る
一

義的説 明が な され る こ とで あ う， そ の 説明は 言語に つ い て

の 言語圖 で ある か ら メ タ 言語で あ る 。
メ タ 言語操作は 我 々 の 認識作用や 了解に

深 い か か わ りを も っ て い る 。 対象言語で ある 口常 言語の 意味内容 と メ タ言語 の

意味内容は ， 同一 の 表現面を も っ て い て も， 意味成分の 出 し入 れ が行われ て い

て 別 の 次元に 属す る 。 科学 の メ タ 言語は 認識 目的に よ っ て 規定 され る特定視点

へ の 関与性に もとつ い て 定義され ， 内容が explicit な 明示 言語で あ る （ただ し ，

哲学の 視点は 生に つ い て の 観念 とい う主 体的色 ど りが な され て お り ， 別 の メ タ

言語 とい え る）。 したが っ て メ タ 言 語で は そ こ に 含 まれ る体系 が 限 定 さ れ る
。

冫KU3Hb とい う語 は ， 同一 の 表現面 で あ りなが ら， 日常生活的定義 ， 生物学的

定義， 哲学的 ， 社会的定義に よ っ て それぞれ意味内容を異 に する 。 文学の 言語

・は 哲学 と同様に 生の 観念を伝 え るが ， それ を概念 で explicit に 記述せ ず ， 形

象を もち い ， 生 そ の もの の 描写 （とそ の 方法の 選択）に よ っ て それ を展開 して

い くか ら，
こ の 観 念は 含意 と して 表わ され る 。

こ の 場合 ， 芸術的知覚史が 関係

し ， 芸術的知覚 を 喚起す る構造が 作 りだ され なけれ ば な らな い
。 構造は 有限の

枠 の なか に 無限 の 世界を反映 させ る よ うに テ キ ス トに 密度を もた らす 。 記号 の

意味内容 は ， な に よ り もこ の 構造 に よ っ て 規定され る
。 た とえぽ ，

エ セ ー ニ ン

の 詩に お け る 「青」 は 独特の 意味を もち ， そ の 特性 は 彼の 創作構造 の なか で 決

定 され よ う。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2

　通信 コ ー ドと異 っ て 言語 コ ー ドは 諸 レ ベ ル の 複雑 な階層構造か らな り， そ の

諸要素が 意味を持ち うる。 意味 へ の 関与性の 低い 順 に 挙げる と ， 弁別的特徴 ，

そ の 束か らな る音素 ， 音素の 連続か らな る形態素が あ り， 形態素は 語を ， 語 は

文を形成す る 。
レ ベ ル 内で 単位が 分節 され ， 下位 レ ベ ル の 諸単位は上 位 レ ベ ル

へ 統合 されて 意味を担 う調 音素は 意味を 区別 して も， 意味そ の もの は 担わ な

い の で ， 形態 素が最小 意味単位を もつ とい え よ う。 なん らか の 意味単位 の 設定
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は 意味論の 客観性の た め に 必 要な作業仮設で ある
。

こ こ で は 語の 意昧を 「意

義」 neKceMa ， 形 態 素の 意 味を 「意義 素」 ceMeMa （両方を 3HaqeHlieとい っ

て もよい ）， 意義 （素） と意義 （素） を 区別す る特徴を 「意義弁別 的 特微 」

cMbC 」IOPa3 ．UMLI”Te 」II・M ，1fa　Ilpva3HaK
， また 文 の 意 味を 　「意味」 cMbIc π と呼ぶ

。

皿OM は 語で 一 つ の 形態素か らな る 。
　 nOM−HK は 二 つ の 形態 素か ら な る

。 意義

素に は 語彙論的意義素 と文法的意義素 の 区別が 必 要だが
， 同時 に 相互代替性に

も脅意 し な けれ ば な ら ない
。 語義は そ の 成分 ， 徴候の 出 し入 れが 可能だが， 文

法的意義素は拘束的で あ る rt 且OM −HK 　r小 さい 家」 は 語幹 AOM ・（家） と接尾辞

一HK （小 さい ）か らな り ， 男 ・単 ・主 ， 対 とい う文法的意義素を も つ
。 丑OM −

lllllKO も同様に 分析で きるが ，

−HK と 一HlllKO は 「卑小 さ」 の 有無 とい う弁別

的特徴に よ っ て 区別 され る 。 た だ し ， 語義が 文中に 遣か れ て決定され ， 文は 世

界に 対 し て 「開か れ て 」存在す る の で ， 閉 じた世 界 を なす音素の よ うに 弁別 的

特徴の リス トを 抽出 しつ くす こ とは 不 可 能で ， なん らか の カ テ ゴ リ…部類内部

で そ れが な され る （対立 ， 差異の 限定が 可能に なるか ら）。 語は そ の 選 択 （文

体論） と結合に よ り様 々 な範列 論的意味 ， 連 辞 論 的意味を形 成す る 。 指示 的意

味 ， 内包的意味 ， 比 喩等 の 問題 もこ こ に か か わ りを もつ
。

　語 自体は 抽象的 単位に す ぎず， 交脈に お か れ て は じめ て 多義姓か ら解放 され ，

一義化され る
。 それ に 文の 「意味」 は しば し ば単 な る語義の 総計以上 の もの と

な る か ら ， 意味は 文 の 機能 との 関係 に お い て も追 求され なけれ ば な らな い 。
岡

文は 単 な る丈法的命題 と して で は な く， 状況に お か れた 丈 ，
つ ま り言表 BbIC ・

Ka3blBaHMe とし て も扱 わ れ るべ きで ，
パ ロ ール

，
こ とば の 構造 の 形 式化が必要

に な る
。 交の レ ベ ル は 言語の 階層構造の 最上 部に あ り， 世 界 に 対 し て 「開か れ

て」 存在す る 。
岡 言語は 文 に お い て は じめ て 「存在の 住居」 とな り， 様 々 な徴

候 の 出入 りが生ず 翫 、世界に 対 して 開か れ て い る文を取 りあ げ る と き， 分析の

便を 計るた め に 文を生成す る主 体 と交に 写 し 出 され る客体を 区別す る必要が あ

ろ う。 主 体 は 欲 望 を原 動 力 と し て 生 命活動を 行 うが ，
こ の 活動 は 状況 に 対す る

反応 と して 表お れ ， 常に 意図 ， 〔的を と もな う。 言語 を操 る知 的存在 として の

人 間は 環境 との 相互作用 の うちに 哲学 ，
つ ま り

， 生 に つ い て の 観念， 価値観を

築 きあげ るが ， そ れが 意図 と反応を 決定す る 、， 環境は な に よ り も文化的形成物

の 枠 づ けを もつ か ら主休 の 哲学 もそれ に 規定 され る こ とに な 胤

　 こ の よ うに 閉 ざされ た 体系 と して の 言語か ら開か れ た 体系と して の パ ロ ー ル

の 領域に 入 る と様 々 な新 しい 要因が 加わ っ て くる こ とが分 る 。
ソ シ ュ

ー ル 以来 ，

言語学 の 研究は ラ ソ グ巾心 に 推 し進め られた が ，

パ P 一ル がす っ か り無視され

一 18 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Assoolatlon 　 of 　 Russlan 　 Soholars

た とい うわけ で は な い
、，

リ チ ャ
ー ヅの 伝達機 能 （指示 機能 ， 喚情機能）研究 ，

ガ ー ドナ ーの speech 研究， フ ッ セ ル の 表現論， フ ォ ル マ リス トの 詩的 言語研

究 ， ウ ォ ロ ー シ ノ ブ に よ る パ Pt　 一 ル 体系化 の 試 み ，
ビ ュ

… ラ ーの オ ル ガ ノ ン ・

モ デ ル
， ヴ ィ ゴ ッ キ …， ス キ ナ ー等，心 理学 者に よ る 「こ とば」の 研究， 最近

の
’
Jl ミ ュ ニ ケ ー シ ヨ ン 論 な どが それ だが ， ヤ コ ブ ソ ン の speech 　event の 機能

図式砌 は そ の 中 で も も っ と も完 成 された もの で ， そ の 特色は 詩的 機能 と メ タ言

語機能が組み 入 れ られ て い る こ とで あ る
。 詩 的機能は 詩の こ とば とい う文化現

象を 明 らか に す る とと もに ， 日常言語 の 本質を もい っ そ う明らか に し ，
メ タ 言

語は 言語 と思考 ， 認識の 関係を 明 らか に す る もの で あ る
。

こ の 両機 能を取 りの

ぞ くと ，
こ れ まで の 諸家 の 見解 とそれ ほ ど差 が な くな る 。 指示 ， 情動 ， 意志 ，

交流機能 の うち ， 指示機能は 概念的 ， 対象 ・ 論 理的意味を実現 し ，
こ とば の 支

配的な機能を なす 。 他の 三 機能は 追加的な意味を実現す る が ， 感歟詞 （Ox ！），

挨拶 （Ao6poe　yTpo！）， 掛け声 （双aBa 帽 ）等に か な り純粋 な形で 現 われ る 。
こ

れ らは 欲 求 と言語 の 境 即 こ あ り， 概 念的意昧 を も っ た 言語で 言 い か え る こ とが

で きるか ら ，
これ ら叙想的意味は 追加的な もの とみ な して 概念的意味を主に 取

りあげる こ とに し よ う。 両者 を合わ せ て意味作用 と し て もよ い 。

　翻訳論の コ ミ ッ サ ー P フ は 機能図式論を意味階層謝
18｝に 読み か え て い る 。 す

なわ ち ， 1） コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン の 目的 の レ ベ ル

， 2）状況 描写 の レ ベ ル
， 3）通

報 レ ベ ル （文が状況 の なか に 置か れ た 場 合）， 4）言表 レ ベ ル （状況 を捨象 した

文そ の もの ）， 5）言語記号の レ ベ ル を設定 し ， 各 レ ベ ル を 通 じて 最大 1垠の 等価

性 SI〈BHBa ・leHTHOCTb を確保す る こ とが翻訳 （了解）に と っ て も っ と も理 想的

だ が ，
い つ もそ うは い か ない か ら ， 最小不 可欠 の 等価性は 目的 レ ベ ル の 等価性

で ， 上位 レ ベ ル の 等価性 を前提に それ が下位 レ ベ ル の 等価性 に 麦持 され れ ば さ

れ る ほ ど よい
。

これ は ， 意味は 記号あ っ て の 存在で ある とともに ， 意味は 記号

よ り多様で 面f変的 で ある こ と ， そ の 多様 性が 言語記号の 階層性 と深 い か か わ り

を もち ， 言 語外要因 と もつ なが る こ とを示 して い る。 了解 は 5 レ ベ ル に ま た が

りうる 。 1）何 も分か ら ない ， 何や ら難 しい 言葉で あ る　（全 レ ベ ル で 0）了解不

成立）， 2）単語は 分 る が ， 意味が とれ な い （言語記 号 レ ベ ル で の 了解）3）い

くら 聞い て も， 何に つ い て の 話が 分 らない （言表 レ ベ ル で の 了解）。
4）　「波動

の 干渉」 に つ い て 話 し て い るが ， それが どうい うもの か 分 らない （通報 レ ベ ル

で の 了解）。 5）未知の 人 々 に つ い て 話 して い るが
， 彼が なぜ そ うす る の か ， 何 を

言 お うと して い るの か （状況描写 レ ベ ル で の 理 解 ，
コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の 目的

の レ ベ ル で の 了解不 成立）。 語 られ た 内容を 覚え て い て もその 表現 を忘れ て い
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る こ とが よ くあ るが ， それは 形式派 の 用語で い えば 「全一 的意昧」 の た め に

「名 辞 的 意味」 が透 明化 し た か らで ある 。
こ の よ うに 意味に もなん らか の 階層

を認め る こ とに よ っ て 「空虚 な意味」 の 充実を実現す る対象関係性 の 構造化を

推 し進め る こ とが ff∫能 に な る 。 それ は 主 休ば か りで な く客休 とい う要因の 解明

に よ っ て 完成 され よ う。

　ナ ポ レ オ ン
， イ エ ナ の 勝者 ， ウ ォ

ー タ ー ロ ーの 敗者 は ， それ だ けで は 空虚 な

意義に す ぎな い 。 歴 史に よ る と ， ナ ポ レ オ ン は イ エ ナ で 勝ち ， ウ ォ
… タ ー ロ ー

で 敗れ た こ とに な っ て お り ，
こ れか らイ エ ナ の 勝者 ， ウ ォ

ー タ ー P 一の 敗者 と

い う異 っ た ス ペ ーチ ェ ス 的意味が充実 され て 同一 人物を 指示 す る こ とに な る 。

対 象関係性 は 多分 に 偶因的 で あ る 。 対象関係性 に よ っ て 同定 され る例 を あげて

み る と， 比喩 とい う類似に よ る 同定 もそれ で あ る 。 日本人は 月を盆に た とえ ，

レ ール モ ソ ト フ は それ を丸 い チ ーズ に 例 えた 。 個人 の 連想は い く通 りに で も回

転す るだ ろ う 。 自然的徴候 「黒 雲だ ！」は 「嵐が くる ！」 を 意味す る が ， 嵐の

自然的徴候ぱ ほ か に もあろ う。 同 じ く， 「西の 空が 明る く な っ た 」， 「雀が 一斉

に 鳴 きだ した」 は 「天気が は れ る」 と同義 とな りうる
。 諺 「糠に 針」， 「の れ ん

に 腕押 し 」， 「豆腐 に 鎹」は 背後 に 同 じ意味を もつ
。 「鳥 の 将に 死 なん とす る

， そ

の 鳴 くや 哀し ， 人 の 将に 死な ん とする ， そ の 言や よ し」 は 比喩 と本意 とが対句

で ま と め られ た もの
。 表現とそ の 奥 に ひ そむ 本意

’
reMa

，

09）　TeMaTliqecKHva 　CMblC 」1

の 関係は ち ょ うど文の 意味 〔eavallolleLlocTI
−lblta］cMblC ．1 を形成す るた め に 意義

3HaqeHHe が 透 明化す る の と 同 じ こ とで は ない か 。 形式派は 意義 と 意味を区 別

した が ， 本意と意味の 区捌 も行 う必要が ある 。 そ れは npelLno 冫KeHHe と Bblc−

Ka3bIBaHHe の 区別 に ほ ぼ 対応 させ て も よい 。 文字 通 りの 意味の とき，
　 C ＝ T

，

本意が言外に で て い る比喩は C〈T
， 交字通 りの 意味と本意の 両方に か け る と

き C ：T ， 文字通 りの 意味が 複数の 本意 を もつ とき C＜T1’2　ete

な どの 関係が

考え られ よ う。
こ の 場合 ， 話し手は 確実に

…
つ の 本意を所有し て い る 点で 聞 き

手 と異 る 。 両者 の 違 い は 本 意の 生 成 と追 求 の 違 い に あ る 、

　対象関係が偶 因的性格を と もな うこ とは 先に 述べ た が ， それ は 意味 と本意の

流 動的関係を意味す る 。 西 の 空が 晴れ る と晴天 とい うの は ， 西 高東低 の 気象の

地域に つ い て の み 当て は ま る だ ろ うし ， 日本人は 4 を忌み ， 西洋人 は 13を忌む 。

だ が偶因的 とい っ て もそ こ に は な ん らか の パ タ ー ソ が 存在す る こ とを 見逃 し て

は い けない
。 それ は 広 い 意味 で の 夊化の タ イ プ に 規定 され て い るの で ある 、， 源

氏物語 に で て くる 「哀れ」 と現代語 とし て の 「哀れ 」 は す っ か り意昧 内容を 変

えて お り， それ を正 し く理 解す る ため に は 時代 ， 文化の 体系の 相違 を考慮 に 入
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れ なけれ ば な ら ない
。 西鶴 や近松の 「義理」 も現代に お け る義理 とは 社会的評

価が 異 る で あ ろ う 。 それ らを正 し く了解する た め に は 「翻 訳」 が行 われ なけれ

ばな らない の で あ る 。
こ の 場合 の 翻訳は 紫式部 の コ ー ドか ら現代の 特定読者 の

コ ー ドへ の 翻訳 ，
コ ー ド変換で あ る よ りも， まず第一一一に あ る時代の コ ー ドか ら

別の 時代の ： 一 ド
， あ る文化 の タ イ プか ら別 の 文化 の タ イ プ へ の 翻訳 で あ り ，

個 人的 な特性 は それ ら一定 タ イ プの なか に 位置づ け られ て 確認 され る 。 それ は

タ イ ポ ロ ジ ー的連関な い しは 階層構造化に よ っ て とらえ ら れ よ う、，シ ソ ボ リ

ズ ム の 言語 （コ ー ド）は ブ T・t 一 ク の 言語の メ タ 言語で あ り，
1｛｝IBaPHallT で あ

るが ，
ブ ロ ー ク の 言語は そ の BaPPIaHT とな り ， こ れ は 彼の 詩 く＜

，
IIBeHallqaTb＞＞

の 言語に 対 して は HllBaPHaHT とな り，
《皿Bella 川 aTb 》 が その BaPldaHT 　とな

る 。
こ の よ うに 語 の 意義は 文の 中で 決定 され る と と もに

， さ らに 時代 ， 交化の

相遼に よ る諸 言語階層構造 の な か に 位 鷹づ け られ る こ と （諸 コ ー ド問 の 翻訳）

に よ っ て正 し く把握 され るの で あ る 。
い わ ば 言 語は 諸言語 の 階層構造 の 中に 位

置づ け られ て お り ， こ の 諸 箭 語の 階層構造 に は 文化 の 諸 タ イ プ の 階層構造が対

応 して 存在して い る とい え る 。 両者 の 関係は 相関的で ， 文化 の 構造 が 記号を規

定する と と もに
， 記号が夊化を 支え て い くの で あ る 。

こ うした 諸言語の タ イポ

ロ ジ ー的連関ない し階層性 の 考えを フ ォ ル マ リス トた ち は ボ ドウ ェ ン ・ ヂ ェ
＝

ク ル テ ネ の 方 言研究か ら取 り入れ ，　と りわ け ト ゥ ィ ニ ヤ ー ノ ブ が 系列 （PfiA）
論 ， 発展 （9BonlOIIHH ）論 と し て 体系化 した 。 残念な が らそれ は フ ォ ル マ リズ

ム 運 動の なか で は 充分に 展 開 され な か っ た が ， 現在 ，
T2 ト マ ソ をは じめ とす る

タ リ ン の 記 号論 研究者た ち に よ っ て 発展 させ られ つ つ あ る
。

圃

　以 一1二， 意味論が実 は 記号言首百に ほ か な ら ない こ と を 明 らか に しな が ら， 3Haqe −

HHe
，　cMblc ．1

，　TeMaTHqecKH 盪 cMblcn とい っ た 意！朱の 諸相 の 本質を 粗描 し て み

た 。
3Haqelme に つ い て は 現在 ， 音素論 ある い は ヤ ：・ ブ ソ ン の 格研究に 範 を あ

お ぐ成分分析 ， 場 の 理 論 構造意味論 を中心 に し て HHBaPHaIIT の 追求が な さ

れ て い る し ，
CMblc π

，　TeMaTHqeCK 嘘 CM ．に つ い て は ，　コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ｝淪

の 諸概念に も とつ い て研究が な され て い る 。
：コ ー ド変換 ，

「翻訳」 とい う概念

を 発展 させ た 諸 コ ー ド階層構造論 もそ の 一 つ で あ る 。
311aqeHHe は 1雪語 の 枠に

閉 ざ され る とい っ て も ， 言 語そ の もの が すで に 特定の 世界の 絵図を反映 し て い

る以 上 （サ ピ ア ・ ウ ォ
ー フ の 仮設）， 内部か ら CMblc ，u

，
　TeM ．−CM ．の 実現 を規定

す る こ とが 考え られ る し ，
CMblcn

，　TeM ．−CM ．は そ の 実現 の 様 々 な ヴ ァ リエ ー シ

ョ ン に よ っ て い つ か 311aqe 跚 e の 意味成分を変 え る こ とに な る の で あ る
。

こ う

い うお け で 両者 は 常に 相関 関係 の なか で と らえ られ 分析 され なけれ ば な ら ない
。
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注（1）　R ．Jakobson，　 On 　Linguistic　Aspects　of　 Translation，　 Selected　“「ritings
，
　 II・

　　　p ．260．

　（2）　B．H ．　BoJlolmdHOB，　MapKcld3M　H （pH．qecocPHfi 　 A31 ）IKa ，　 cTp ・18・i
一
言己号の 了解 と

　　　は ， 了解 の 対 象で あ る 所与 の 記号を 他の ， す で に 知 っ て い る 諸 記号に 関係 づ け る こ

　　　とで ある
。 　い い か え る と，　了解 は 記号 に 答 え る の に 記

．
号そ の もの を も っ て す る 。 記

　　　号か ら記 号 ， 新 し い 記 琴 へ と進む，　 イ デオ 1・ ギ ー的 創造 物 と
．
∫解 の こ の 連鎖 は 不 叮

　　　分
’
か つ 珂く断 で ある 。 　あ る言己号白勺，　 しノこ が っ て

，　物「質的！
’
1
・Fか らifJbな 1’＃，別 の ，　同様 に 記

　　　
．1丿・的環 へ と不断 に 移 っ て い く。 」 な お ， Bfig．　 Bc．イ ワ ー

ノ ブ に よ る と ， 本書 は 事実

　　　上 ，
パ フ チ ン に よ っ

て 書 か れ た も の で あ る と い う 。
cf ．　BfiH．　Bc ．1・IBaHOB， 3Haqeime

　　　｝1Aeh 筑 1唾．BaXT 匸｛Ha 　 O　 3HaKe
，
　 Bl・ICKa3blBaHPIH 　 H 　AHa 」置OTe 　 A．an 　 COBpeMeHHoi ・l

　　　ceMHoTHKH ，　Tpy双bi　rlo　3HaKoBblM 　cHcTeMaM 　VI ，　cTp ．44
，　TapTy　1973．

　（3） R．Jakobson，　 Zeichen　 und 　Systern　 der　Sprache
，
　Sign　Language 　Culture　I　pp．

　　　274 ，
275．な お

，
ヤ コ ブ ソ ン 前掲 書 p，261．な ら び に Linguistics　and 　 Communica −

　　　tion　 Theory
，
　 SW 　 II，を参 照 の こ と 。

ω

 

 

 

 

画

 

 

 

⇒O

OO

勾α

　 On 　 Linguistic　 Aspects＿＿ p 。261，

　K ．1工【eHHoH ，　MaTeMaTHilecKafi　TeopHff 　cBH3H ，　M ．
，
1963

，　cTp ・243・

　 ニ ドモ ソ ド ・フ ッ サ ール 『論理 学 研究』 2， 43．頁 ， み す ず書房 ，

　 同201頁 。

　 On 　Linguistic．．．．．．p．262．

　 R．Jakobson，　Linguistics　 and 　Poetics
，
　 Style　in　Language 　p．353．

　Zeichen　und 　System　der　Sprache　s．275．

　 Shifters
，
　Verbal　 Categories　and 　 the　Russian　Verb．

　B．从．i∋苴xeH6ayM ，　K）．　H．　Tbmm −loB ，　PyccKaH　npo3a
，　cTp ・10・「文学的 発展 の 諸

法 則 と は ， 機能 と形式 の 交代 の 諸 法 則 で あ る 。 −l

　cf ．　 On 　Linguistic　Aspects　of　Translation ； Linguistics　 and 　Communication

Theory ； A ．　J．　Greimas，　S6mantique　structurale ，　Larousse 　p．69− 104．

　　レ ベ ル に つ い て は ∂．BeHBeHHcT，　ypoBHH 霞｝IHrBHcmqecKo 三
10

　aHa 朋 3a ，　i’ioBoe

BnHHrBHcTHKe 　IV 　cTp ．434tr4．49 参照 の こ と 。
バ ン ヴ ニ ．ス ｝・は

．
形 態 と意味 を 次 の

よ うに 定義 し て い る
。

「
．
言語的単 位の 形態 と は ，

こ の 単位 が 下 位 ン ベ ル の 構 成 要素 に

分解 で き る能 力 と定義 で き る 。 言語的単位 の 意味 と は こ の 単 位が 上 位 レ ベ ル の 成 分

とな り うる能 力 と定義 で き る 。 」

　 B．A ． ズ ヴ ェ ギ ン ッ ェ フ は 意 義 3HaqeHHe と意 味 CMblCgl を 次 の よ うに 区 別 す 。

「3HaqeHHe は 言 語 の 中 に ．あ り，
　 cMblc π は 言 語の 外 に ある 。 」（3HaqeHxe　 M　cMblc ，l

BAe 兄Te ・lbHocTn 　 o6meHmi ，
　SI3bll〈 H　 」IHHrBHcTHuecl 〈afi　 TeopHH 　 cTp ．176）「醤

‘

語学 的 3HageHHe は ……交流活 動 か ら独 立 し，言 語 の 境界 内 に 閉 ざ され て い る の で ，

必 らず 言 語 に よ っ て 変 る もの で あ る 。 」（同上 p．175） ズ ベ ギ ン ッ ェ
フ は ソ シ

ュ
ール

の 価値 の 概 念 で 3HaqeHHe 　を 説 明 しよ うと した 。
「純言 讚的分野 に お い て は 語 の

3HaqeHHe は
， そ の 語 と他 の 諸単語 と の 潜在 的 に 可 能な 結合法 に よ っ て 決 定 さ れ る

。

こ れ ら の 結 合法が い わ ゆ る 語 の 価値 を 形 作 っ て い る。　語 の もつ こ れ ら の
．
可能な 結合
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　法 の 総和 こ そ ， 客観的 に 存在す る現象あ る い は 言 語体系 の 事実 と し て の 語義 の
．
存在

　を 成 り立 た せ る もの で あ る 。 」

  　注口φの P．447 「交 と は 不 定 の ，無限 に 変容す る 言 語 の 生 命そ の も の で あ る
。 夊 と

　 と も に 我 々 は 記 号 の 体系 と し て の 言 語 の 領 域 を 去 っ て 別 の 世 界 ， 交流 手 段 と し て の

　言語 の 世 界 に 入 り込む 。
こ の 交 流 の ：表 現が こ とば に ほ か な らな い

。」

（t7）　R ．　Jakobson，　Poetics　and 　Linguistics
，
　Style　in　Language ．

  　B．H ．1〈oMvaccapoB ，　C 刀oBo 　o　IlepeBoAe ，　cTp ．64．．− 66・

（1窃　TeMa な る 用 語は BoJiollJHHOBの 前 掲書第匹1章 TeMa 　H　 3HaqeHHe 　 B ∬ 3blKe か

　 ら と っ た 。

 （》　と りわ け 1｛：）．M ．　JIoTMaH，
　CTpyKTypa　 xy 五〇冫KecTBeHHOI −O　 TeKcTa ；CTaTbH　 no

　THno ，fiorHH 　KynbTYpbl ．　 iMaTel ）Hanbl 　K　Kypcy 　TeopHH 　nmTepaTypbl ，　BbM ．1，

　TaPTy ，
1970．
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