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§ は じ め に ―― 「 詩 学 」 と は 何 か

　 「 詩 学 」 と い う こ と ば は 中 国 に も な い で は な か っ た 。 「 詩 」 の 本 来 の 意 味 で あ る

『 詩 経 』 の 学 を 意 味 す る こ と は も ち ろ ん 、 顧 炎 武 『 日 知 録 』 に 「 唐 代 で は 詩 に よ っ て

官 に 取 り 立 て 、 題 を 課 し た り 種 類 を 分 け た り す る 方 法 が 始 ま っ た 。 そ う し て 詩 に つ い

て の 学 問 は 衰 え た の で あ る （ 唐 人 以 詩 取 士 、 始 有 命 題 分 類 之 法 、 而 詩 學 衰 矣 ） 」

（ 巻 二 一 、 詩 題 ） の よ う に 『 詩 経 』 か ら 離 れ て 詩 一 般 に つ い て い う も の も あ る 。 書 物

の な か に も 元 ・
はんほう

范 梈 （ 字 は 徳 機 。 一 二 七 二 ～ 一 三 三 〇 ） 『 詩 学
きんれん

禁 臠 』 （ 『 歴 代 詩

話 』 所 収 ） 、 清 ・ 汪 師 韓 （ 字 は 。 一 七 三 三 年 の 進 士 ） 『 詩 学 纂 問 』 （ 『 清 詩 話 』 所

収 ） な ど の よ う に 、 「 詩 学 」 の 名 を 冠 し た も の が あ る 。 し か し そ の 本 の 内 容 を 見 て み

る と 、 詩 作 に 関 わ る 技 法 を 指 し て 「 詩 学 」 と 称 し て い る よ う で 、 わ た し た ち が 使 う 意

味 と は 異 な っ て い る 。 今 の 詩 学 と い う こ と ば は 、 フ ラ ン ス 語 の poetique 、 英 語 の

poeticsの 訳 語 で あ り 、 詩 と い う も の 一 般 の 理 論 を 指 し て い る 。 近 年 で は 中 国 で も し き

り に 「 詩 学 」 の 語 が 使 わ れ て い る が 、 そ れ は 今 日 の 日 本 語 の 意 味 と 同 じ で あ る 。

　 西 欧 の 詩 学 は ア リ ス ト テ レ ス Aristoteles （ 前 三 八 四 ～ 前 三 二 二 ） の 『 詩

学 』 Poetique に 由 来 し て い る の だ が 、 し か し ア リ ス ト テ レ ス の 原 題 は 『 ポ イ エ ー テ ィ

ケ ー に つ い て 』 と い い 、 そ れ は 「 作 る こ と の 技 術 」 を 意 味 し た よ う で 、 の ち の

poetique と は や は り 意 味 が ず れ る 。 そ れ に 続 く ホ ラ テ ィ ウ スHoratius( 前六五～ 前 八 )

の 『 詩 法 』 Art poetiqueは 、さら に は っ き り と そ れ が創作 技 術 の 方 法 に つ い て の 書 物 で

あ る こ と を明示し て い る 。 そ の点で 中 国 の古い 用 法 で の 「 詩 学 」 と 共通し て い る 。

　 よ く 指摘され る よ う に 西 欧 の 詩 poem, poetry の 語源はギリシァ語 の ポ イ エ ーシス に

由 来 し 、 そ れ は 「 作 る こ と 」 を 意 味 し た 。 ア リ ス ト テ レ ス 『 詩 学 』 に よ れ ば 、 歴史家

が事実を記録 す る の に対し て文学者は事実に基づか ず に 作 り出す 、創作 す る 、 そ れゆ

え事実に拘束され ず可能性 を具体化す る こ と に な り 、 そ れ は普遍性 に つ な が る か ら 歴

史家よ り も高い価値を持つ 、 の だ と い う 。

　 poem の 語源が 「 作 る 」 と い う 意 味 に 由 来 し て い る こ と は 、 西 欧 の 詩 の 本質を示し

て も い る 。 つ ま り 西 欧 の 詩 は無か ら 有 を こ と ば に よ っ て生み出す も の で あ っ た 。 一 方 、

中 国 の 詩 は こ の あ と 見 る よ う に 、心に あ る も の を こ と ば に よ っ て外在化す る も の と考

え ら れ た 。 人 間 の心の 中 に外物 に触れ て 、刺激され て思い が生じ 、 そ れ を こ と ば に

よ っ て外に あ ら わ し た も の が 詩 だ と す る の が 中 国 の 詩 の発生を説く 論 で あ る が 、外物

の刺激を受け る と い う の は現実の体験の こ と を 指 す の で 、無か ら創り出す こ と と 内面

の表白 と の対比は 、 す で に言い古され た対比で あ る が 、 西 欧 の 詩 の虚構性 ・ 中 国 の 詩

の現実性 と い う対比と対応し て い る 。
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　 西 欧 の 詩 が無か ら 有 を生み出す と い っ て も 、 ま っ た く何も根が な い も の を こ の世に

創り出す わ け で は な く 、現実ら し き も の を創り出す 、現実に似せた も う 一 つ の世界を

創り出す の で あ っ て 、 そ こ にミメーシスmimesis の 論 が生ま れ る 。ミメーシス と は模

倣・模写と 訳され る が 、現実に型ど り な が ら現実そ の も の と は別の次元 の 物 を創り出

す の で あ る 。プラ ト ン （ 前 四 二 七 ？ ～ 前 三 四 七 ） に よ れ ば 、 そ の際に 「模写」され る

現実、自然界は 、 こ れ ま た イデア の模像で あ り 、 そ れゆえ に芸術 は イデア の模倣の そ

の ま た模倣と い う こ と に な る か ら 、 イデア か ら い っ そ う遠ざか っ た も の と し て 、 二次

的 な 、 い や 三次的 な 意義し か も た な い こ と に な る 。

　 　 イデア―（模倣）→現実―（模倣）→芸術             

　 ア リ ス ト テ レ ス は模倣こ そ 人 間 の 本質的 な 性情か ら生じ る も の で あ っ て 、芸術 は模

倣の様式化で あ る と考え 、 そ こ に 意義を認める 。 イデア→現実→芸術 と い う構図は 同

じ で も 、プラ ト ン が模倣を 元 の も の に対す る劣化と し て否定的 に捉え る の に対し て 、

ア リ ス ト テ レ ス は積極的 な 意義を認める 、 そ こ に両者の違い が あ る 。

　 ア リ ス ト テ レ ス の言う模倣は 、認識の あ り か た と捉え る と 理解し や す い 。 イデア と

い う我々に な じ み の な い要素はおい て 、現実と芸術 の 関係におい て 、芸術 は現実を認

識し再構成し た も の で あ る か ら 、 そ れ を模写・模倣と い う こ と ば で あ ら わ し た も の と

理解で き る 。 そ の際、 ア リ ス ト テ レ ス が言う よ う に 、当然、様式化と い う働き が伴う 。

様式化は認識の か た ち 、再構成の か た ち 、 ど こ に も つ き ま と う し 、 そ れ こ そ が文化な

の で あ る 。 　

　 西 欧 の芸術 が外界の世界を 「模写」 す る こ と を根本 と す る の に対し て 、 中 国 で は

「言志」 を根幹と す る と い う対比が 指摘され て い る が *1 、 そ の対比は言い換え れ ば外

界を 書 く か 内面を 書 く か と い う対比に な る 。 も っ と も こ の よ う な対比は そ の 始源を単

純化す れ ば そ う な る と い う だ け の こ と で あ っ て 、 西 欧 の文学 に 内面の描出が な い わ け

で は な い し 、 中 国 の文学 に外界の描写が な い わ け で は な い 。外界は 中 国 の伝統的 な 用

語 で い え ば 「景」 に 相当し 、 内面の思い は 「情」 に あ た る 。景は情を必要と す る し 、

情は景を も っ て初めて あ ら わ れ る 。景と情は い ず れ も欠く こ と の で き な い 、 詩 を成り

立 たせる ための 二 つ の柱な の だ 。

　 ア リ ス ト テ レ ス の 『 詩 学 』 は 、後世の文学ジャンルで い え ば 詩 で は な く て劇に属す

る も の ま で対象と し て い る 。叙事詩 、抒情詩 の み な ら ず 、悲劇、喜劇も含めら れ る 、

と い う よ り 、実際に は悲劇が 中心で あ り （失わ れ た後半部分 が喜劇を扱っ て い た ら し

い と い わ れ る ） 、 そ れ を 『 詩 学 』 と 称 す る の に は抵抗が あ る 。 そ の 意 味 で も 原 題 は

『創作 の 技 術 に 関 し て 』 と捉え る の が正し い の だ ろ う 。 し か し ア リ ス ト テ レ ス の時代

の文学 と し て 中心的 なジャンルが そ の対象とされ て い る の で あ っ て 、 の ち に 詩 と劇と

1
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がジャンル間 の隔た り が 大 き く な っ た の と 、 そ も そ もジャンル観が違う 。

　 し か し 今 日 用 い る 詩 学 の 語 も 、 詩 と い うジャンルに限定す る必要は な い 。正確に は

文学 、文学 性 と い うべき だ ろ う 。 詩 に限定せず 、文学 の あ らゆるジャンルを対象と し

て 、文学 性 が 詩 学 の対象と な る 。

　 由 来 は ア リ ス ト テ レ ス に発す る にせよ 、 今 日 使 わ れ る poetique は 今 や世界共通の 意

味 に よ っ て流通し て い る と い え る 。 で は 「 詩 学 」 と は い っ た い何な の か 。

　 詩 学 に 関 し て の 『言語 理 論小事典』 は 以下の よ う に説明す る 。 p.133 

　第一 、文学 の あ らゆる 内在的 な 理 論 。第二 、 （主題 分析、構成、文体等々の次元 に

おけ る ）文学 上 の あ らゆる可能性 の 中 よ り 、 あ る＜作者＞の な し た選択に適用され る 。

た と え ば 「ユーゴー の 詩 学 」 と い うふう に 。第三 、 あ る文学流派の築い た規範的コー

ド、 以 来 そ の 使 用 が強制的 な も の に な る実践規則の全体。 こ の よ う に 三 つ を挙げ

た あ と 、 トドロフ は第一 の定義を 取 り 上げて詳し く述べて い く 。 あ らゆる文学 作品の

単一 性 と変異体を 同時に 理解可能な ら しめる諸範疇を 、仕上げる こ と を も く ろ ん で い

る 。 つ ま り 作品は そ れぞれ 異 な る 、違い が な け れ ば 作品た り え な い 、 が 同時に そ れ ら

個々に 異 な る 作品が文学 作品と し て 共通に認めら れ る要素を も含ん で い る 。個別的 、

多様な も の に し て い る の は何か 、 そ れ ら を文学 作品と し て ま とめて い る も の は何か 、

そ の双方 を探る の が 詩 学 だ と い う の だ 。 そ う考え る こ と に よ っ て 詩 学 は科学 に接

近 す る 。 なぜな ら ば個々の事象を対象と す る だ け で な く 、個々の事象を説明可能な ら

しめる 法則を探求す る こ と を包み込むか ら で あ る 。 そ し て そ の 法則と は す で に世に現

れ た 作品だ け で な く 、 書 か れ る可能性 の あ る 作品、現存し な い 作品ま で を も対象に 取

り込むこ と に な る 。 　

  トドロフ が 「 内在的 」 な 理 論 と い う と こ ろ に注目し よ う 。 近 年 「 詩 学 」 の 語 が 意識

的 に 用 い ら れ る の は まさに こ こ に あ る 。文学 が研究の対象と な っ て 以 来 、 も っぱら力

を注が れ て き た の は逆に 「外在的 」 な面の探求で あ っ た 。 作者の 経 歴 、伝記研究と か 、

テキス ト の 字 の 異 同 と か 本 の系譜と か 、 作品の周辺の調査が主で あ っ た 。 そ れ ら が無

価値な わ け で は な い 。 大 い に 有 用 で あ り 、必要欠くべか らざる も の だ 。 が 、 問 題 は あ

た か も そ れ が文学 の研究で あ る と思い込むそ の安易な態度に あ る 。 そ う し た態度に対

す る否定が 詩 学 と い う こ と ば に は含ま れ て い る 。 今 、 「 詩 学 」 と い う こ と ば を 使 う 人

た ち に は 、文学 を そ の 内在か ら探求し た い と い う欲求が 、従来 の周辺の 物 や事に か ま

け て き た こ とへの反省と否定を伴い な が ら 、 共通す る思い と し て抱か れ て い る こ と だ

ろ う 。

　 トドロフ の説明を例に と っ た 「 詩 学 」 な る も の の解釈は 、 今 日 の文学研究に基本 的

に認めら れ る も の で あ ろ う が 、 こ こ で改めて言い換え れ ば 、 詩 学 と は こ と ば を 詩 た ら

しめて い る も の は何か 、 そ れ を追求す る も の で あ る 。 こ と ば は様々な 用途の 中 で 使 わ
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れ る 。 用途に応じ て様々な 機能を持つ 。 そ の 中 で或る こ と ば は 「 詩 」 と 見 なされ 、或

る こ と ば は 「 詩 」 と は み なされ な い 。 そ れ は何に よ っ て そ う な の か 。 詩 を 詩 た ら しめ、

詩 で な い言語表現と区別させて い る の は何か 。 そ れ を考え る営み を総称 し た も の が

「 詩 学 」 で あ る 。 こ こ で 「 詩 」 と い っ た の は 、文学様式 の 一 つ と し て の 詩 で は な く 、

文学 性 と い っ た 方 が よ い 。言い換え れ ば 、 こ と ば を文学 た ら しめて い る の は何か と い

う 問 題 で あ る 。文学様式 の な か で 詩 が最も 先鋭に こ の 問 題 に 関 わ っ て い る か ら 詩 で 代

表させる ま で の こ と だ 。 し か し こ の 問 い は 、おそ ら く永遠に明ら か にされ る こ と は な

い だ ろ う 。 も し い つ の 日 か 、 詩 が 詩 た り え て い る秘密が明か に な っ た と し た ら 、 そ の

時突如と し て こ の世か ら 詩 と い う も の が消え て し ま う の で は な い か 、 そ ん な幻想を抱

かせる たぐい の 問 い か け で あ る 。

　 こ の こ と は か の 名高い逸話 を思い起こさせる 。 『荘子』應帝王篇の渾沌で あ る 。南

海の帝で あ る儵、北海の帝で あ る忽、 そ の 二 人 が 中央の帝で あ る渾沌を訪れ た 。渾沌

の も て な し に感謝し た 二 人 の帝は 、 人 は誰も 七 つ の穴が あ っ て 、 見 た り聞い た り食べ

た り息し た り す る の に 、君は な い 。穴を あ け て や ろ う 。 一 日 に 一 つ ず つ穴を 開 け てゆ

く と 、 七 日 で渾沌は死ん で し ま っ た 。

　南海之帝爲儵，北海之帝爲忽， 中央之帝爲渾沌。儵與忽時 相與遇於渾沌之地，渾沌

待之甚善。儵與忽謀報渾沌之德，曰：‘人皆有七竅以視聽食息，此獨無有，嘗試鑿之。

’ 日鑿一竅，七 日 而渾沌死。 ”
　 詩 、 な い し言葉の文学 性 と い う と ら え ど こ ろ の な い も の 、 そ れ に穴を 開 け 分析を試

み る と そ れ自体が そ れ で な く な っ て し ま う 、 そ ん な逆説的契機 を 本 来含ん で い る の で

は な い か 。

　 詩 学 に 立 ち向かおう と す る と 、 あ ら か じめ解決し が た い こ と が わ か っ て い る 問 い に

向か う心のおの の き を避け ら れ な い 。考え て こ こ に至る と 、 詩 学 の探究は自然科学 と

は ず いぶん逕庭の あ る も の に な っ て い る 。

　或る こ と ば は 詩 に な り 、或る こ と ば は 詩 に な ら な い 。 こ と ば の違い が 詩 か 詩 で な い

か を 分 け て い る 。 し か し 同 一 の こ と ば が 詩 に な っ た り な ら な か っ た り す る こ と も あ る 。

正岡子規の母親が 「毎年 よ 、彼岸の入り に寒い の は 」 と つぶや い た の は 、 日常言

語 の範疇を出る も の で は な か っ た 。 と こ ろ が そ れ を そ の ま ま子規が俳句と し て提出し

た 同 じ こ と ば は 、俳句と い う文学 と し て認めら れ る 。 日常言語 が そ の ま ま で 詩 的言語

に な っ て し ま う の で あ る 。 こ の場合は 、 こ と ば だ け を対象と し て い て は解く こ と は で

き ず 、 こ と ば の外側の要素を考慮し な け れ ば な ら な い 。 こ と ば の発信者と受信者の態

度が 問 題 に な る 。

　 フ ラ ン ス文学者の平井啓之氏が挙げて い る例は 、さら に衝撃的 で あ る （平井啓之

『 テキス ト と実存』講談社学 術文庫本 前 書 き ） 。 ラ ンボオの 『地獄の季節』 の 中 に
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“ O saisons,o chateaux / Quelle ame est sans defauts?” で 始 ま る 、 ラ ンボオの 詩 の 中 で
も最も 有 名 な 詩 が あ る 。 「おう季節よ 、おう城よ 。傷の な い魂が あ ろ う か 」 の句は何

回か繰り返され る 。 こ の 二句、或い は 一句に つ い て は数知 れぬ評論 が 書 か れ て き た 。

詩 的言語 の 中 で も こ れ ほ ど典型的 な 詩 的言語 は な い だ ろ う 。 と こ ろ が そ のルフ ラ ン と

全く 同 じ句が 、ブー レ イ ・パチ（Bouley Paty 一 八 〇 四 ～六四 ） と い う当時の無名 詩 人

の エロテ ィック詩集の 中 に 見 え る こ と が 近 年発見され た と い う の だ 。 ラ ンボオの そ の

句は 一 八 七 二 年 の 作 で あ り 、明ら か に剽窃な の だ と言う 。 こ の例は こ と ば だ け で は説

明が つ か な い こ と を示し て い る 。忘れ ら れ た 二流詩 人 の通俗的 な 詩 で は 見過ごされ て

し ま う 、文学 性 を発揮し え な い 同 じ こ と ば が 、 ラ ンボー の 詩 で は こ れ こ そ ラ ンボオを

代表す る よ う な 、 人口に膾炙す る 名句と な る 、 こ の秘密は ど の よ う に生ま れ る の だ ろ

う 。 そ こ に は 作品はジャンルの 中 で成立 し て い る と い う こ と を勘案し な く て は な ら な

い 。 作品が ど の よ う なジャンルの 中 で 書 か れ て い る か が 、 作品の読み 方 を要求し て い

る 。 こ と ば は そ れ の含ま れ る 作品全体の 中 で 機能し 、 ま た 作品の含ま れ るジャンルの

中 で 機能す る 、さら に はジャンルを含めた 、文学 と は い か な る も の か と い う時代 や文

化圏ごと の観念の 中 で 機能す る と い うべき で あ ろ う 。

　文学 を文学 た ら しめて い る の は何か と い う 問 題 は 、 今 日 ま で解決され て い な い 。 詩

学 の目的 が達成され て い な い こ と は 、 ちょう ど文学 と は何か と い う定義が永遠に到達

不可能で あ る と思わ れ る の に似て い る 。 こ こ が自然科学 と 異 な る と こ ろ だ ろ う が 、 詩

学 は 本 来到達不可能な到達目標を も っ て成立 し て い る 学 で は な か ろ う か 。

　 い ま 用 い ら れ る 意 味 で の 詩 学 の 語 が 中 国 に は な か っ た 。 中 国 で そ れ は何と呼ば れ た

の か 。 詩 論 、 詩観な ど 近接す る 語 は あ る 。 し か し 詩 学 にぴっ た り当て は ま る 語 が な い

こ と が 、 中 国 の 詩 学 の最初の 問 題 と な る 。 西 欧 の 詩 学 の源で あ る ア リ ス ト テ レ ス の

『 詩 学 』 が実は創作 技 法 を 中心と す る 意 味 で あ っ た にせよ 、 書 か れ て い る こ と は文学

の 一 般 的 原 理 を記述す る と い う点で 詩 学 に ず っ と 近 い よ う に 見 え る 。 中 国 で そ れ は早

く て も魏・曹丕の 「 論文」 、晋・陸機 の 「文賦」 ま で降る だ ろ う し 、さら に体系的 な

論 と し て は梁・劉勰『文心彫龍』 ま で下り な け れ ば な ら な い し 、劉勰の そ れ も孤立 し

て い る と い っ て い い 。鍾嶸の 『 詩品』 、 以後の 詩 話 も具体的 、個別的 な 作品を対象と

し た批評の 方向へ向か っ て 、文学生成の 理 論 に挑むも の は稀で あ る 。 中 国 に 詩 学 的観

念は至っ て乏し い の で あ る 。

　 なぜそ う な の か 。 一 つ の 理 由 は 、 中 国 で は創作 と享受と が 分 離 し て い な か っ た ため

で あ ろ う 。文学環境の あ ま り の斉一さが 立場を 分 け る こ と も な く 、 歴史的展開 、変化

に つ い て も鈍感に し て き た 。均一 な文学 的因襲が強固に支配し 続 け た 。 理 論 的 な 書 物

を著し た劉勰も嚴羽も実作者と し て は影が薄い存在で あ る こ と が 、 詩 学 の成立 の ため

に は 作 り手の 立場と は違う 立場を確保し な く て は な ら な い こ と を証し て い る 。

第 6 頁，共 14 頁。

http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/index.php/ocw/copyright_declaration


　 詩 学 と い う概念は 中 国 で は発達し な か っ た が 、 そ う い う 立場か ら 詩 学 と い う も の が

乏し い 中 国 の文学 を対象と す る こ と は可能だ ろ う か 。少な く と も 分 か っ て い る こ と は 、

西 欧 の文学 に ま つ わ る概念装置が そ の ま ま で は適用 で き な い こ と だ 。 で は 中 国 の伝統

的 な 詩 論 の 立場は ど う か と い え ば 、 そ の ま ま で は 同 じ こ と を繰り返す ほ か な い 。 中 国

独特の観念、 「境」 と か 「風骨」 と か そ れ を追跡す る だ け で終わ っ て し ま う 。 な ら ば

こ こ で は 西 欧 か ら も 中 国 か ら も距離 を置い て 中 国 の 詩 を対象と す る ほ か な い 。自分自

身の感性 や認識を手立 て に す る こ と に よ っ て 、 ど こ ま で 中 国 の文学 に迫る こ と が で き

る か 、 一 つ の試み に挑ん で み た い 。 そ れ に よ っ て 中 国 の文学 を よ り豊か に展開 で き る

こ と を願い つ つ 。

　文学 を文学 た ら しめて い る の は何か 、 こ の 問 題 は言い換え れ ば 「 詩 的言語 」 と は ど

ん な も の か 、 と い う 問 い で あ る 。 こ の 問 い に対し て 一 つ の 有効な解答を提起し た の が 、

言語 学者のロマン ・ヤーコブソンRoman Jakobson(1892 ～1982） で あ っ た 。彼の 論文

“ Poetry of Grammer and Grammer of Poetry” (Selected Writings  Ⅲ. 1981, Mouton Publishers)

の な か か ら 二 つ の点を 見 よ う 。 一 つ はコミュニケ ーション に は六つ の因子が あ り 、 そ

れぞれ に 異 な る 機能を持つ と い う 指摘で あ る 。

                                context （ 内 容 ・背景）

                                message （伝達文）

             addresser （送信者）   ―――――――――――― addressee （受信者）

                                 contact （接触）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 code（記号体系）

　 そ し て六因子に対応す る 機能は

                                referential （ 指示的 機能）

                                poetic （ 詩 的 機能）

               emotive （主情的 機能）――――――――― ― conative （動態的 機能）

                                phatic （交話 的 機能）

                                metalingual（メタ言語 的 機能）

　 そ し て言う 、

The set  toward the MESSAGE as such, focus on the message for its own sake, is the poetic 

function of language.  (p25)
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  詩 的言語 はmessage そ の も の に焦点を あ て る と い う 。簡単に言え ば 、 詩 は表現そ の

も の 、 こ と ば そ の も の に注目す る 、何を言う か よ り い か に言う か 、 そ れ が 詩 が 詩 で あ

る ために重要で あ る と い う こ と で 、我々の 理解し て い る と こ ろ と 同 じ で あ る 。

　 も う 一 つ 、彼の 指摘し た の は 、 詩 的 機能は等価の 原 理 を paradigmの軸か ら syntagm

の軸へ投影す る 、 と い う定理 で あ る 。

　The Poetic function projects the principle of equivalence from the axis of selection into the 

axis of combination. (p27)
こ れ は 説 明 を 要 す る 。 ヤ ー コ ブ ソ ン に よ れ ば 言 語 に は 二 つ の 軸 が あ る 。

selectio(paradigm) と combination(syntagm) で あ る 。 paradigmは或る 一 つ の 語 を別の 語

に置き換え る選択、可能性 で あ り 、 syntagm は 語 と 語 を つ なげて い く統辞の 関係で あ

る 。 た と え ば

　我　喜歓　台湾。 こ の文は我の 所 にni と か他と か選択肢が あ る 。他の要素も 同 じ 。

そ れ が こ の よ う な順序で並べら れ る 。ヤーコブソン は言語 に こ の 二 つ の軸が あ る こ と

を失語症患者か ら 知 っ た と い う 。失語症に は spoon, folk, knife が出て こ な い患者と 語 は

出て く る の に並べら れ な い患者が い る と い う 。 I eat with spoon.

　 そ し て 日常言語 で は 二 つ の軸は 関 わ ら な い 。無関係に文を 作 る 。 そ れ に対し て 詩 的

言語 で は両者に等価性 が あ る と い う 。 そ の例と し て あげた の は 詩 的言語 で は な く

て 、選挙の標語 で あ る 。

　 I like Ike. 　 Ike は アメリカの 大統領Eisenhower の愛称 で あ っ て 、 こ れ は選挙の時
の標語 だ と い う 。 こ の場合は音声が 関係性 を持つ 。 し か し こ れ が 詩 と い え る か 。 意 味 、

内 容 の ほ か に表現、言い 方 に よ っ て印象づけ る 、言い 方 そ の も の が 大 き な役割を も つ

表現で あ る と は い え る 。広い 意 味 で は 詩 と い え な い わ け で は な い 。

  も う 一 つ 、標語 で は な く 、 日 本 の歌か ら例を挙げる 。

万葉集27

よ き 人 の よ し と よ く 見 て よ し と言ひし吉野よ く 見 よ よ き 人 よ く 見  
  よ い 人 が よ い 所 だ と よ く 見 て よ い と言っ た吉野を よ く 見 なさい 、 よ い 人 よ 、 よ く 見

なさい 。

　吉野「 よ し の 」 の 「 よ し 」 を生か し た 、 一 種 の言葉遊びで あ る 。 こ れ も純粋な 意 味

で の 詩 と い え る か ど う か 問 題 だ が 、和歌と し て 作 ら れ た も の で は あ る し 、 こ れ も言い

方自体が役割を も つ こ と は確か で は あ る 。 　

　 「 詩 的 機能は等価の 原 理 を paradigmか ら sytagmに投影す る 」 こ れ は 詩 を読む上 で時

に 有効で あ る こ と が あ る 。 一 つ の例を挙げよ う 。

　阮籍「詠懐詩 」其九　 　 　 　

　昔聞東陵瓜、近在青門外。連畛距阡陌、子母相拘帶。五色曜朝日、嘉賓四面會。膏
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火自煎熬、多財爲患害。布衣可終身、寵禄豈足賴。
　 　阮籍の 「詠懐詩 」 八十二首は 中 国 の 詩 の 歴史の な か で最初に あ ら わ れ た 内省的 な

詩 で あ る と い っ て い い 。 中 国 の 詩 の最も多く の部分 は社会生活の な か で 人 と の 間 に や

り と りされ た 詩 、 い わゆる occational poem で あ っ て 、 詩 人 が自分 一 人 つぶや い て い る

よ う な 詩 は は な は だ少な い 。阮籍「詠懐詩 」 の あ と 、北周・庾信「擬詠懐二十七首」 、

唐 ・陳子昂「感遇詩 三十八首」 、張九齢「感遇十二首」 な ど 、 内省的 な連作 詩 が 続 く 。

　阮籍の 「詠懐詩 」 は 八十二首の な か で様々な思い を う た い 、 そ こ に は矛盾し た り 相

反し た り す る 内 容 も多い 。 つ ま り全体と し て何か 一 つ の思考に集約で き る も の で は な

く て 、彼の心の迷い 、懊悩を そ の ま ま個々の 詩篇の な か で吐露し た も の だ 。従っ て彼

の思索を 一 つ に結論づけ る こ と は で き ず 、 い か に彼が迷い悩ん だ か が あ ら わ れ て い る

も の で あ ろ う 。

　 こ の第九首は何を言っ て い る か 、 理解し や す い 一首で あ る 。 官界で高い地位に就く

こ と は危険が伴う 。 そ れ よ り も庶民と し て平穏に生き る 方 が よ い 、 と い う考え を述べ

て い る 。阮籍は曹氏の魏王朝に あ っ て擡頭す る司馬氏と敵対し た ために常に危険にさ

らされ た 。嵆康は殺され る が 、阮籍は韜晦し て難を逃れ た 。 し た が っ て 官界に身を置

く危険は彼の切実な恐れ で あ っ た 。 そ う し た状況の な か で吐露され た の が 、無位無冠

と し て生き る生き 方への願い で あ る 。

　 そ の例と し て あげた の が秦の時に東陵侯と い う高い地位に あ り な が ら 、漢に入っ て

庶民に身を落と し 、瓜を 作 っ て そ れ が評判に な っ た と い う故事を も つ召平（邵平） で

あ る 。召平の故事を 使 い な が ら 、庶民と し て生き る の は高官 よ り も勝る と述べる 。

　 し か し そ う し た阮籍の 意 見 、主張を受け止めれ ば 、 そ れ で い い の だ ろ う か 。 も し そ

れ で い い の だ っ た ら 、 詩 で 語 る必要は な い 。散文で も 同 じ こ と は言え る 。 詩 と い う形

式 で表現す る こ と に よ っ て 、庶民と し て生き る こ と を よ し と す る 内 容 以 上 の こ と を受

け 取 らねば な ら な い 。

　 こ の 詩 を 詩 た ら しめて い る重要な要素は 「瓜」 で あ る 。 ど ん ど ん繁茂し て い く瓜の

生命力、 そ れ が こ の 詩 の な か で 大 き な働き を し て い る 。 そ れ は 意 味 と か 内 容 と か で は

な い 。瓜が延びて い く力を イメージと し て想像力と し て感取 す る こ と 、 そ れ が 詩 の も

た ら す 共感で あ る 。 こ う し た 詩 の な か の イメージの力、想像力の働き に つ い て考察し

た の がバシュラ ール  Gaston Bachelard 1884-1962 ） で あ る 。バシュラ ールは 大気と か

火と か水な ど の 元素に つ い て の想像力を 語 っ た が 、植物 の生命力に つ い て は触れ て い

な い 。 し か し我々はバシュラ ールの 詩 の読み 方 を こ こ に も 用 い て 、瓜の生命力こ そ こ

の 詩 の力、勢い に な っ て い る こ と 、 そ れ を我々は感覚で捉え 、 共感す る こ と が明ら か

で あ る 。

　 そ の よ う に 詩 を把握し た う え で 詩 の表現を み る と 、 そ こ に はヤーコブソン の い う 原
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理 が 作 用 し て い る か に思わ れ る 。東陵、 こ れ は召平とパラディグムを成す 。青門は東

門、 あ る い は城門と か とパラディグムを な す 。 そ の な か で東陵が選ば れ 、青門が選ば

れ 、 そ れ がサンタグムを な す 。 す る と東―青と い う 一 つ の新た な 意 味系列が で き あ が

る 。 そ れ は春、生命力と結びつ く 意 味系列で あ る 。パラディグムをサンタグムに投影

し た そ の 意 味系列が 、 こ の 詩 の 中心と な る瓜の生命力を補助し て い る 。 なぜ召平で な

く東陵か 、 なぜ城門で な く青門か 、表現の う え で の必然性 が 理解で き る 。

　 こ う し た表現と 相俟っ て瓜の勢い が 詩 の 中核を成す の だ が 、 そ れ は こ の 詩 の 内 容 で

あ る庶民の暮ら し と結びつ き 、庶民の生命力、勢い 、活力、 そ れ と結びつ い て い る の

で あ る 。

　繰り返し て い え ば 、庶民は高官 よ り よ い 、 だ け で は 詩 を読ん だ こ と に な ら な い 。瓜

の力を感じ 取 る こ と こ そ 詩 の読解で 大切な の だ 。 そ し て東、青と い う措辞が そ れ を補

い助け て い る の で あ る 。

　 こ の よ う にヤーコブソン 、バシュラ ールな ど の 詩 論 は 、 詩 を読む際に時に役立 つ こ

と が あ る 。 し か し そ れ に よ っ て すべて の 詩 が解明され る わ け で は も ち ろ ん な い 。 た だ

時に役立 つ こ と も あ る こ と は確か で 、 知 っ ておく と便利で は あ る 。
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版權聲明
頁碼 作品 版權標

示
作者 / 出處

2

唐代では詩によって官に取
り立て、題を課したり種類
を 分 け た り す る 方 法 が 始
まった。そうして詩につい
ての学問は衰えたのである
（唐人以詩取士、始有命題
分類之法、而詩學衰矣）。

清・顧炎武
〈 詩 題 〉
（ 《 日 知錄》
巻二一）
本作品已超過
著作財產權存
續期間 ，屬公
共 領 域 之 著
作。

4

第一、文学のあらゆる内在
的な理論。第二、（主題分
析、構成、文体等々の次元
における）文学上のあらゆ
る可能性の中より、ある＜
作者＞のなした選択に適用
され る 。 た と え ば 「ユー
ゴー の 詩 学 」 と い うふう
に。第三、ある文学流派の
築いた規範的コード、以来
その使用が強制的なものに
なる実践規則の全体。

Oswald
Ducrot,Tzveta
n Todorov
滝田文彦
『言語理論小
事典』譯
p.133 （ 東
京 ：朝日出版
社 、 1975 ）
( 原 作 者 ：
Oswald
Ducrot,Tzveta
n Todorov )
係以著作權法
第
46 、52 、6
5  條合 理 使 用
本件作品。

第 11 頁，共 14 頁。

http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/index.php/ocw/copyright_declaration
http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/index.php/ocw/copyright_declaration


4

あ らゆる文学 作品の単一 性

と変異体を 同時に 理解可能

な ら しめる諸範疇を 、仕上

げ る こ と を も く ろ ん で い

る 。 つ ま り 作品は そ れぞれ

異 な る 、違い が な け れ ば 作

品た り え な い 、 が 同時に そ

れ ら個々に 異 な る 作品が文

学 作品と し て 共通に認めら

れ る要素を も含ん で い る 。

個別的 、多様な も の に し て

い る の は何か 、 そ れ ら を文

学 作品と し て ま とめて い る

も の は何か 、 そ の双方 を探

る の が 詩 学 だ と い う の だ

Oswald
Ducrot,Tzveta
n Todorov
滝田文彦
『言語理論小
事典』譯
p.133 （ 東
京 ：朝日出版
社 、 1975 ）
( 原 作 者 ：
Oswald
Ducrot,Tzveta
n Todorov )
係以著作權法
第
46 、52 、6
5  條合 理 使 用
本件作品。

5

南海之帝爲儵，北海之帝爲
忽，中央之帝爲渾沌。儵與
忽時相與遇於渾沌之地，渾
沌待之甚善。儵與忽謀報渾
沌之德，曰：‘人皆有七竅
以視聽食息，此獨無有，嘗
試鑿之。 ’ 日鑿一竅，七日
而渾沌死。

春秋時 代 ・莊
子
《莊子・應帝
王篇》
本作品已超過
著作財產權存
續期間 ，屬公
共 領 域 之 著
作。

5 毎年よ、彼岸の入りに寒い
のは。

日本明治時 代
・ 正 岡 子 規
（ 1867~1902
）
本作品已超過
著作財產權存
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續期間 ，屬公
共 領 域 之 著
作。

5
O  saisons,o  chateaux  /
Quelle  ame  est  sans
defauts?

ラ ン ボ オ
（ Une  Saison
en enfer ）
『 地 獄 の 季
節 』 ( ベ ル
ギ ー ： ブ
リュッセル、
ポ ー ト 書 店
、1873)
本作品已超過
著作財產權存
續期間 ，屬公
共 領 域 之 著
作。

7

context （内容・背景）
message （伝達文）
addresser （送信者）
addressee （受信者）
contact （接触）
code （記号体系）

Roman
Jakobson(1892
～
1982 ）“ Poe
try of Grammer
and  Grammer
of  Poetry”
(Selected
Writings   Ⅲ.
1981,  Mouton
Publishers)
係以著作權法
第
46 、52 、6
5  條合 理 使 用
本件作品。
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7

referential （指示的機能）
poetic （詩的機能）
emotive （主情的機能）
conative （動態的機能）
phatic （交話的機能）
metalingual （メタ言語 的
機能）

Roman
Jakobson(1892
～
1982 ）“ Poe
try of Grammer
and  Grammer
of  Poetry”
(Selected
Writings   Ⅲ.
1981,  Mouton
Publishers)
係以著作權法
第
46 、52 、6
5  條合 理 使 用
本件作品。

7 The  set   toward  the
MESSAGE as such, focus on
the  message  for  its  own
sake,  is the poetic function
of language.

Roman
Jakobson （1
892 ～
1982 ）
＂ Poetry  of
Grammer  and
Grammer  of
Poetry ＂
（ Selected
Writings   Ⅲ.
1981,  Mouton
Publishers 、 p
.25 ）
本網站係以著
作 權 法 第
46 、52 、6
5 條合理 使 用
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本件作品。

7

The  Poetic  function
projects  the  principle  of
equivalence from the axis of
selection  into  the  axis  of
combination.

Roman
Jakobson （1
892 ～
1982 ） ＂
Poetry  of
Grammer  and
Grammer  of
Poetry ＂
（ Selected
Writings   Ⅲ.
1981,  Mouton
Publishers 、p
.27)
本網站係以著
作 權 法 第
46 、52 、6
5  條合 理 使 用
本件作品。

8
言語 に こ の 二 つ の軸が あ る

こ と を失語症患者か ら 知 っ

た と い う 。 失 語 症 に は

spoon, folk, knife が出て こ な

い患者と 語 は出て く る の に

並べら れ な い患者が い る と

い う 。 I eat with spoon.

　 そ し て 日常言語 で は 二 つ

の軸は 関 わ ら な い 。無関係

に文を 作 る 。 そ れ に対し て

詩 的言語 で は両者に等価性

が あ る と い う 。

Roman
Jakobson （1
892 ～
1982 ） ＂
Poetry  of
Grammer  and
Grammer  of
Poetry ＂
（ Selected
Writings   Ⅲ.
1981,  Mouton
Publishers 、p
.27)
本網站係以著
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作 權 法 第
46 、52 、6
5  條合 理 使 用
本件作品。

8 I like Ike.

Eisenhower
（ アメリカの
大統領）
本作品已超過
著作財產權存
續期間 ，屬公
共 領 域 之 著
作。

8
よき人のよしとよく見てよ
しと言ひし吉野よく見よよ
き人よく見。

《萬葉集》卷
一 27
本作品已超過
著作財產權存
續期間 ，屬公
共 領 域 之 著
作。

8

昔聞東陵瓜、近在青門外。
連畛距阡陌、子母相拘帶。
五色曜朝日、嘉賓四面會。
膏火自煎熬、多財爲患害。
布衣可終身、寵禄豈足賴。

三國魏・阮籍
〈詠懷詩〉其
九
本作品已超過
著作財產權存
續期間 ，屬公
共 領 域 之 著
作。
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