
特集にあたって
――ドミニク・ラバテ氏の講演（2005．9．15）について――

高木裕

昨年9月に，ボルドー第3［ミシェルード・モンテーニュ）大学との研究者

交流の一環として，ドミ二夕・ラバテDominiqueRabat吉敷授を招碍し，講演会

（この原稿は逸見先生が訳出され，この号に掲載されているので，お読みいただ

きたい）を開催した°講演は，われわれの「声とテタスト論」研究プロジュタ

トにとつては大いなる利敵となり，講演後の懇親会でもプロジュ夕卜参加者と

の活発な意見交換があつた°　因みに，私がコーディネータを務めた日本フラン

ス語・フランス文学会［2005年度秋季大会〕のワークショップ「テクスト論の

行方」において，ラバテ氏の講演と彼の業績について報告も行つた°　ラバテ氏

は，ボルドー第3大学において，近現代のフランス文学を適底する主題研究を

意欲的にこなし，叢書も刊行している「モデルニテ」研究グループの代表を務

めている°みずからも，次々とフランス文学研究では定評のあるコルティ社か

ら，著作［『ルイ＝ルネ・デフオレ研究．声と量感－』エ甜虹鮎打点血∫∧フr蝕、

由Ⅴ正芳ピ沌叩∑肺ピ1991，再版2002，『消尽［汲み尽くし）の文学の方へ』値r∫

gd肋如拙作曲J，由比如椚細1991，再版2o04，『声の詩学』靴融和出血k刊由1999）

を陸続と公刊し，フランス現代文学の研究者として注目されている°

今回の講演では彼の文学批評の方法論がきわめてわかりやすい形で語られて

いた°　これまでの文学理論では，＜声＞の問題へのアプローチははとんど

＜声＞の生成のメカニズムに問わる「言表」血onciationの諸問題としてとらえ

られてきた。＜声＞の特質，く声＞の効果は，デイスクールの人称の世界，指

呼詞によるicietmaintenantの現出，コミュニケーションの場のシミュラクルな

ど，言表の位相と関連づけられてきた。散文作品における＜声＞の問題につい

て，「語り」の特質，構造を体系化したジュネットの物語論narratologieとは異
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なる方法で , ラ バ テ 氏 は , 言表の 特異性 (彼 は ｢ < 声 > の 効果+ と呼ぶ) ,

.
エ ク

リ チ ュ
ー ル の 本質的特性 の角度か ら ア プ ロ ー チ して い る ｡

こ こ で は , 講演 ｢声

の 詩学+ を簡単に紹介する にと どめ る ｡

ラ バ テ 氏の研究 の 出発点は,
ル イ - ル ネ ･ デ フ オ レ の 小説 『お しゃ べ り男』

L e B a v ∬ d の 奇妙 な声の 分析 にあ る ｡ こ の 声 の 特異性 に言表の 言語学の 方法を

用 い て ア プ ロ ー

チ する と こ ろ か ら始まり , 第二 次世界大戦後 の小説, 特 に
一 連

の r6 cit と名 づ け ら れ た作品群 に 関 心を 広げて ゆ く｡ ｢ 信用 で き な い 語り 手+

n a rr at e u r n o n fi a bl e が成層する現代文学の 潮流 の 中 で
,

r6 cit s を引き受ける主体

が死 ん で い る と い う存在様式の 一 連 の テ ク ス ト群をさ らに ｢消尽 (汲み尽く し)

の 文学+ 1itt6 r at u r e d e l
'

6 p ui s e m e n t と名 づ け, その 特徴 に つ い て , ｢ 消尽 (汲み尽

く し) の 文学, なぜ なら エ ク リ チ ュ
ー ル に割りあて られ た目的がむ しろ

, そ の

主体を汲み尽く し (消尽させ) , そ の 最終段階ま で 至り,
い まわの 際の 言葉に耳

を傾ける か の よう に, まさに その 死 に際に ,

一

つ の 達成を見 い だすこ と なの で

ある から｡+ と語 っ て い る ｡ ラ バ テ 氏 は言表の 特異性を < 声 > の 効果と名づ け,

さら に次の ように言表行為の 主体と言表内容の 主体と の 間に ある 断裂に注目す

る ｡

L a v oi x
- di s s o ci6 e d e s a s o u r c e (p a r l e c a r a c tとr e 6 c ri t d u t e x t e) - r6 v と1 e l a

f aill e q ui di sti n g u e t o uJ O u r S u n S uj et d e l
'

6 n o n ci ati o n d u s uj et d e l
'

6 n o n c6

a u q u el il n e s a u r a lt J a m ai s s e r6 d uir e m ai s d o nt il d e p e n d p o u rt a n t p o u r t o u t e

id e ntifi c ati o n .

Li r e l e s e ff et s d e v oi x
,

c
'

e s t ai n si f ai r e d e u x c h o s e s i n ti m e m e n t li6 e s .

C
'

e s t d 6 c ri r e l e s e ff et s p r o d uit s s u r l e l e ct e u r
,
l e s p r l S e S a P a rti e et l

'

6 tr a n g e

s e n ti m e n t d
'

i n t e rp ell ati o n ( s o u v e n t vi ol e n t et q ui c a u s e u n m al ai s e) m ai s

a u s si c o m p r e n d r e q u e l a v oi x q u l S
'

e m p a r e ai n si d e n o tr e att e n ti o n e t l a

m al m とn e n e l e f ait p a s g r at uit e m e n t
,

o u p ar si m pl ej e u ,

ラ バ テ氏の 仕事の 中心 部分はテ ク ス ト批評で ある が, 声の 問題 に は 理論的か

つ 歴史的に ア プ ロ ー チ して い る ｡ 2 0 世 紀小 説の 語りの 方法の 源泉を1 9 世紀リ ア
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リ ズ ム 小説に見 い だ し, そ こ か ら説き起 こ す作業にも取りかか っ て お り, 来年

皮 , 刊行予定の 著作 にお い て 展開される由 ｡ ラ バ テ の 読解は , 言表の 逆説, チ

ク ス トの 異質性, 物語論的横滑りに向けられ, ラ カ ン 派の 精神分析学 にも接近

する ｡

M a p r atiq u e d e l
'

a n aly s e t e x t u ell e
,
b a s6 e s u r l

'

att e n ti o n l a pl u s g r a n d e a u x

e ff et s d e v oi x
, J O u e d o n e d e t o u s l e s m o y e n s d e l a li n g u l S tlq u e d e

l
'

血 o n ci ati o n p o u r r e p e r e r l e s h e u r t s o u l e s r u p t u r e s d u te x t e
,

m ai s u n e
ノ

Ii n g ui stlq u e d e l
'

6 n o n ci ati o n c e rt ai n e m e nt i n fl u e n c6 e p a r l a p sy c h a n aly s e

q u l r e C O n n ai t a v e c L a c a n l e di v o r c e e n t r e s uj et d e l
'

6 n o n ci ati o n e t s uj et d e

l
'

6 n o n c6
,

o u q u l e n t e n d d a n s c e rt ai n e s p h r a s e s o u d a n s c e rt ai n s f a n t a s m e s l e

J e u pl u ri el et p ol y p h o ni q u e d e l
'

i n c o n s ci e n t et d e s p e r s o n n a g e s q ui l
'

a ni m e n t ･

声 の 問題を扱う こ とは 必然的 に主体 の 問題に突き当たる が , 彼 にと っ て の 主

体 は形而上 学的な主体 で は な い ｡ 彼 に拠れば, 声と は つ ねに複数の 主体, 他の

主体に取り凄か れた声 で あり, 声を問題 にする と は, 精神分析 の 方法を援用 し

なが ら,
こ の 単数か つ 複数の 主体を取り上 げる こ と で ある ｡ ｢ 統合され た身体+

c o rp s u nifi6 と い う ロ ラ ン ･ バ ル ト の 言葉を引用 して , ラ バ テ 氏は , ｢ こ の 統合

され た身体 の 享楽と は , 私なり に言えば, 声が約束する (前 に置い て み せ る) ,

自らに約束する (自らの 前 に置 い て みせ る) , も の で す｡
こ の よう に私が約束の

次元を前 に置 い て みせる の は , それ は つ まり , その 信念と魅惑の 効果ととも に,

こ の 約束 の ありも しな い 擬 餌 の 部分を指 し示すため で す｡+ c ett ej o ui s s a n c e d u

c o rp s u nifi6
, j e di r ai p o u r m a p a rt q u e c

'

e s t c e q u e l a v oi x p r o m e t
,

s e p r o m et ･ Si j e

m et s ai n si e n a v a n t l a di m e n si o n d e l a p r o m e s s e ,
c

'

e s t p o u r de si g n e r l a p a rt d e l e u r r e

i m agi n ai r e d e c ett e p r o m e s s e
,

a v e c s e s e ff et s d e c o n vi cti o n e t d e s6 d u cti o n と語り,

< 声 > と主体の 関係 に つ い て 分析 し, 最終的 に < 約束された 自分 の 声を追 い 求

め る主体 > s uj et e n q u e t e d e s a v oi x p r o m i s e と言う表現 で 定義する ｡

< 声 > と いうタ ー ム で 何を指 し示すの か は, 文学批 評の レ ベ ル で も, さま ざ

ま で あ り, 定義 づ け る こ と は難 し い
｡ ジ ュ ネ ッ ト の ナ ラ ト ロ ジ

ー の よう な,
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デ ィ ス ク
- ル の 理論, ある い は言表行為論 に収まる こ とが で きな い も の を含ん

で い る こ と は確か であり, そ こ に ｢ 言表+ ｢ 主体+ ｢ 身体+ と い うタ ー ム が分か

ちが たく絡み 合 っ て い る の で あ る ｡ それゆえ,
< 声> に よ っ て , 文学理論的な

も の を構想する こと は その 本質か ら言 っ て 逆行する こ と で あり, 理 論に よ っ て

絡めと れな い も の を丹念に拾 い 集め
, むしろ 問題の 所在を あまねく照らし出す

仕事が課せ られ る の で あ ろう｡

最後に, 今回 の 人文学部研究 プ ロ ジ ェ ク ト ｢ 声 とテ キ ス ト論+ の 特集に つ い

て ,

一

言だけ ふ れて おく ｡ 昨年 に引き続 い て ｢声と テキ ス ト論+ プ ロ ジ ェ ク ト

の 特集を組 ん で頂 い た こ と に感謝申し上げた い ｡ ただ, 当初, ラ バ テ氏 の 講演

会原稿 の 翻訳, 鈴木孝庸氏 の 論文に加 え て , 贋部俊也氏 の 論文も掲載予 定 で

あ っ た が, 諸般の 事情により , 次号の ｢ 人文科学研究+ - の 掲載とな っ た の で ,

こ の 点に つ い て , 御理解を賜りた い
｡
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