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概要

紀行文 Italiansin Exileの文体指標とみなされる接続的品詞 So, 並列，分詞構文，現在時制の用法が生み出

す，簡潔でさりげない口語的文体効果を考察する。

Italians in Exile 
I) 
は， ロレンスがドイツの

コンスタンツ湖か らイタ リアヘと向かう徒歩旅

行の体験に基づいて記した紀行文であり ，そ の

描写の中心は表題が示すように，スイスに移住

したイタリ ア人達との束の間の触れあいである。

ロレンスが初めてスイスの山間を歩いて旅を

した経験は， TheCrucifix across the Moun-

tains（以下caM)2)に書かれているが，Italians

in Exile（以下 IiE)の文体特徴は前者の哲学

的，瞑想的文体とは異なるさりげない口語調で

あると言えよう。本稿では，そ のような口語的

文体特徴を生み出す要素として，接続詞 ・接続

的品詞，並列，分詞構文，現在時制について考

察する。

まず作家の思想を表現する大きな単位，パラ

グラフを見る時，誰もが気付くであろう言語事

実は，パラグラフ文頭に接続副詞 Soが多用さ

れていることである。パ ラグラフ総数105中，

パラグラフ文頭接続詞 ・接続的品詞の種類及び

頻出数は右の通りである。

表 l． パラグラフ文頭の接続詞 ・接続的品詞の
頻度

接続詞 接続詞

And 2 So 16 

And then 1 Then 8 

And when 1 Till 1 

As 2 When 3 

But 6 Yet 1 

総 数 41 

パラグラフ総数 105 

ロレ ンスが， AndゃButのような順接の等

位接続詞を使う頻度が高い作家であることは，

既に CaM3)及び EtruscanPlaces 4)における

接続詞の数量化によっても明らかであるが，

IiEは等位接続詞に代わ ってパ ラグラフ文頭で

SoやThenが多 用され ていることに特徴が

ある。特に Soが集中的に現われる個所を引用

し，そ の用法と文体効果を考える。

(14) As the beggars and wanderers went 
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slinking out of the room, some called 

impudently, cheerfully :・・・

"Nacht, Frau Wirtin-G'Nacht, Wir-

tin-'te Nacht, Frau," to all of which 

the hostess answered a stereotyped 

"Gute Nacht," never turning her 

head from her sewing, or indicating 

by the faintest movement that she 

was addressing the men who were fil-

ing raggedly to the doorway. 

(15) So the room was empty, save for the 

landlady and her sewing, the staid, 

elderly villager to whom she was talk-

ing in the unbeautiful dialect, and the 

young serving-woman who was clear-

ing away the plates and basins of the 

tramps and beggars. 

(16) Then the villager also went. 

"Cute Nacht, Frau Seidl, " to the 

landlady; Cute Nacht, at random, to 

me. 文（ 1)

(17) So I looked at the newspaper. Then I 

asked the landlady for a cigarette, 

not knowing how else to begin. So 

she came to my table, and we talked. 

(18) It pleased me to take upon myself a sort 

of romantic, wandering character; she 

said my German was "schon"; a little 

goes a long way. 文（ 2)

(19) So I asked her who were the men who 

had sat at the long table. 文 （3)

She bacame rather stiff and curt.文

(4) 

"They are the men looking for 

work, " she said, as if the subject were 

disagreeable. 文 （5)

"But why do they come here, so 

many?" I asked. 文（ 6)

(20) Then she told me that they were going 

out of the country: this was almost the 

last village of the border: that the reliev-

ing officer in each village was em-

powered to give to every vagrant a ticket 

entitling the holder to an evening meal, 

bed, and bread in the morning, at a cer-

tain inn. 文（ 7) Thi is was the inn 

for the vagrants coming to this village. 

文 (8) The landlady received 

fourpence per head, I believe it was, for 

each of these wanderers. 文（ 9)

"Little enough," I said. 文（10)

"Nothing," she replied. 文（11)

(21) She did not like the subject at all. 文

02) Only her respect for me made 

her answer. 文（13)

"Better, Lumpen, und Taugenichtse!" 

I said cheerfully. 文 （14)

"And men who are out of work, and 

are going back to their own parish, " she 

said stiffly. 文（15)

(22) So we talked a little, and I too went to 

bed. 文 （16)

"GuteNacht, Frau Wirtin.’' 文(17)

"Cute Nae ht, mein Herr.’' 文(18)

(23) So I went up more stone stairs, attended 

by the young woman. 文（19) It 

was a great, lofty, old deserted house, 

with many drab doors. 文（20)

(24) At last, in the distant topmost floor, I 

had my bedroom, with two beds and 

bare floor and scant furniture. I looked 

down at the river far below, at the 

covered bridge, at the far lights on the 

hill above, opposite.... s 1 

（文頭番号はパラグラフ順番号 ・筆者ゴチック ，ィ

タリック）

バーデン地方の宿屋の様子を描いた上記引用

箇所をまず文の流れに従って分析すると以下の

ようになる。

文（1)直接話法，並列文，省略文

文（2) 直接話法，並列文，分詞構文

文（3) 間接話法

文（4) 平叙文（地の文 ：作者の観察）

文(5)(6)直接話法

文（7) 間接話法，並列文
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文(8X9）平叙文（地の文：宿の女主人の言葉を作者

が伝達）

文(10)釦）直接話法

文⑬⑬平叙文（地の文 ：作者の観察）

文⑲(19直接話法

文⑯平叙文（地の文：行動を叙述）

文⑰⑱直接話法

文⑲9)伽）平叙文（地の文：行動を叙述）

短文の連続，直接話法と間接話法，並列文，作

者の目が直接現れる地の文等による動きの多い

文の流れが，宿で食事をする放浪者達，宿の女

主人のそっけない応待，作者の放浪者への一種

のやさしい感情をありありと伝えている。そし

てこのようにめま ぐるしく変化する文の動きの

中で，パラグラフ文頭に Soゃ Thenがいかに

も無雑作におかれ，それらは次のようにそれぞ

れ異なる意味を持っている。

パラグラフ(1$So （だから） 結果

(1$ Then (すると） 時間

⑰ So （それから） 時間

(19) So （そこで） 結果

⑳ Then (すると） 時間

四 So （だから） 結果

四 So （そして） 等位

Soは原因や理由の接続詞であり， Therefore

ゃ Thusのような形式的な語と比べて，形式ば

らない語として用いられる。厳密に文体を吟味

する作家であれば外の語いで表現するであろう

ところを，ロ レンスは意識的にしろ無意識にし

ろ形式ばらない Soゃ Thenを用いて，かえっ

て変化の多い文と文の連結に一呼吸ののびやか

さを与えることにな ったと言え る。

表2 文の分布及び並列文数

語 数 センテンス数 並列文数

1 - 9 174 (O. 37) 3 

10 -19 145 (0. 31) 27 

20 -29 84(0.18) 18 

30 -39 23 (O. 05) 4 

40 -49 23 (0.05) 6 

50 -59 15 (0. 03) 1 

60 -69 1 (0.002) 

゜総 数 465 59 (0.127) 

更にこの引用箇所にみられる短文煩向は，ロ

レンスの作品全体がもつ文体特徴のひとつであ

るが，IiEは表 2の文の分布からも明らかなよ

うに，特に一文中の語数が少ない短文の比率が

高い作品である。

伝統文法では，文の種類は単文，重文，複文の

3種に分け られ，ロレンス の場合，等位接続詞

の使用頻度が高く重文による文構造の領向が強

い。ところが IiEにおいては重文構造の一種で

接続詞が省略された並列形式の文の占める比率

が高いことがその文体特徴のひとつとしてあげ

られる。この事実は文を コンマ，セミコロン，

コロンで更に短く区分することになり，短文煩

向の強い文の長さをより短くすることを意味し

ている。

並列は，等位接続詞による重文以上に文と文

との連結の度合は弱く，「形式ばらない日常会

話で多く用いられる表現形式で，論理的思考に

欠ける無教蓑な人の文体とする 」6)説もある。

しかし ，Curmeも言うように，「率直な，きび

きびした，従って精彩ある文体である。」 7)とも

みなされ， IiE における並列の用法は他の要素

と相乗作用し ，口語的性質がもつ素朴さと，文

の短さによる律動感を文体に与えていると言え

る。以下， IiEに散見される並列例を数箇所以

用し，そ の文体効果を具体的にみることにする。

(33) Mile after mile, to Zurich, it was just 

the same. It was just the same in the 

tram-car going into Zurich; it was just 

the same in the town, in the shops, in 

the restaurant. All was the utmost 

level of ordinariness and well-being, 

but so ordinaly that-it was like a 

blight. All the pictureaqueness of the 

town is as nothing, it is like a most or-

dinary, average usual person in an 

old costume. The place was soul-

killing. 8 l 

（文頭番号はパラ グラフ 番号，筆者

下線・ゴチック以下同様）

(34) That is how I always feel in 

Switzerland: the only possible living 
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sensation is the sensation of relief in 

going away, always going away. 

The horrible average ordinariness 

of it all, something utterly without 

flower or soul or transcendence, the 

horrible vigorous ordinariness, is 

too much.9l 

at my pretending to cut the slabs of 

polenta with a string: that rejoiced 

them all: took them back to the 

Italian mazzo-giorno, the bells jangl-

ing in the campanile, the eating after 

the heavy work on the land.12l 

上 2例は，チューリ ヒヘ向かうロレンスの目に

写ったスイスの情景描写である。下線部の並列

と，ゴチックで示した語の反復，断定的なパラ

グラフ末尾の語があいまってスイスに対する余

地を残さない彼の嫌悪感を直載に表現している

このようなスイスの日常性と単一性への否定的

感清はロレンスの土地や人々を判断する視点を

示すものであるが，IiEでは，次に引用するス

イスの宿で出会ったイタリア人移民グループの

描写を浮きあがらせる点で意味がある。

(39) It was as really Italy. The man was 

soft, dark, he would get stout later, 

trapu, he would have somewhat the 

figure of Caruso. But as yet he was 

soft, sensuous, young, handsome. 

They sat at the long side-table with 

their beer, and created another coun-

try at once within the room. Another 

Italian came, fair and fat and slow, 

one from the Venetian province; then 

another, a little thin young man, who 

might have been a Swiss save for his 

vivid movement.10l 

(47) And on this stage was a table and a 

lamp, and the Italians grouped round 

the light, gesticulating and laughing. 

Their beer mugs were on the table 

and on the floor of the stage; the little 

sharp youth was intently looking 

over some papers, the others were 

bending over the table with him.11) 

(81) But they spoke reservedly, without 

freedom. We talked about Italy, 

about songs, and Carnival; about the 

food, polenta, and salt. They laughed 

これらのイタリア人の描写には，肯定的親近感

がこめられているし，筈戒心を解いて ロレンス

を仲間扱いする移民達の暖かい心情や，彼らの

鼓動と生命力を伝えるのに，下線部の並列が効

果的であると考えられる。 このイタリア人グル

ープのリーダー的存在である ギウセヒ°ーノと の

交流描写にも並列が用いられている。

(69) But the face of the Giuseppina is like 

a pale luminousness, a sort of gleam 

among all the ruddy glow, his body is 

evanescent, like a shadow. And his be-

ing seemed to cast its influence over 

all the others, except perhaps the 

woman, who was hard and resistant.13) 

ロレンスがギウセヒ°ーノに目をとめたのは，ィ

タリア人の softで sensuousな動きの中で彼

だけが impersonalで不動の 'eternalbeing' 

を備えていたからである。ギウセヒ°ーノは自分

の本質を見抜く目をもっているロレンスに，ァ

ナーキスト的な生き方への理解と是非の答を求

めてせまってくる。 ロレンスは紀行文において

人間との交流を書く時は，相手の存在の本質と

自己の内な る存在との直接の交わりを描くこと

はほとんどしない。彼は対象に同化することな

く一定の距離を保ってとらえた相手の本質を表

現することに秀でた作家である。 IiEにおいて，

宿の主人や女主人，泊まり客達，宿の窓から眺

めたスイスの兵士や学校へ通う子ども達，素人

劇の練習に余念のないイタ リア人達ー一それぞ

れが時には楽しげに，時には皮肉な筆致で，彼

らと一定の距離を保って端的に描かれている。と

ころが，下に引用するギウセヒ゜ ーノ との交流描

写には，距離感が消失し，彼の信念に共感しな

がらも巻き込まれまいとする ロレンスの内的様

相が表現されている。
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(94) But I did not want him to go on: I did 

not want to answer. I could feel a new 

spirit in him, something strange and 

pure and slightly frightening. He 

wanted something which was beyond 

me. And my soul was somewhere in 

tears, crying helpiessly like an infant 

in the night. I could not respond: I 

could not answer. He seemed to look 

at me, me, an Englishman, an 

educated man, for corroboration. But 

I could not corroborate him. I knew 

the purity and new struggling 

towards birth of a true star-like spirit. 

But I could not confirm him in his ut-

terance: my soul could not respond. I 

did not believe in the perfectibility of 

man. I did not belive in infinite har-

mony among men. And this was his 

star, this belief. 14 l 

下線部並列は，相手の存在の核と自己との間に

均衡を保とうとしてきれぎれになりそうなロレ

ンスの内面の状態を表わしていると言えよう 。

以上，並列の文体効果を概観したが，いずれ

の場合も，描写対象の深層に内在するものを表

現しえており ，そ の表現が難解でなく読者にス

トレート に入ってくるとすれば，それは並列の

もつ口語的な素朴さと律動感によるところが大

きいと言えるであろう 。

次に並列と同時進行して頻出する文構造，分

詞構文に着目しその文体効果を考える。

分詞構文は，文中の副詞的修飾要素として

機能する分詞を主要素とする語群であるが，

Poutsmaは participleundeveloped clause 

（分詞末成節）と呼び， Curmeは abridged

clause（短縮節）と呼ぶ。いずれにしろ接続的

品詞及び主語の部分を省略した不完全な節であ

る。従って IiEにおける分詞構文の使用も又，

文の長さを視点とすると，短文領向を成す文体

要素とみなされる。たとえばギウスヒ°ーノとそ

の仲間の回想部分は比較的長文であるが，長文

と感じさせない効果を文に与えているのは，分

詞構文の働きによるものと考えられる。

(68) Quick, vivid, and sharp, the little 

Giuseppino was always central, But 

he seemed almost invisible. When I 

think back, I can scarcely see him, I 

can only see the others, the lamplight 

on their faces and on their full 

gesticulating limbs. I can see the 

Maddelena, rather coarse and hard 

and repelient, declaiming her words 

in a loud, half-cynical voice, falling 

on the breast of the Alfredo, who was 

soft and sensuous, more like a 

female, flushing, with his mouth get-

ting wet, his eyes moist, as he was 

roused. I can see the Alberto, slow, 

laboured, yet with a kind of pristine 

simplicityc in all his movements, that 

touched his fat commomplaceness 

with beauty. Then there were the 

two other men, shy, inflammable, 

unintelligent, with their sudden 

Italian rushes of hot feeling. All their 

faces are distinct in the lamplight, all 

their bodies are palpable and 

dramatic.16l 

形容詞 quick,vivid, sharpがパラグラフ文頭

に緊張をもたせ，三回の Ican see~の反復，

並列 2文，接続詞 But,When, Then, 過去の

出来事の中の現在形の使用，コンマのつみ重ね

などの言語特徴が見出されるバラグラフの中で，

分詞構文 declaiming~,falling~, flushing 

が表現に均衡をもたせ，しかも節が短縮される

ことによって冗長な表現をまぬがれている。

散在する分詞構文の使用例中，特に効果的と

思われる別の 2例を引用する。

(2) And there was a hawk in the upper air 

fighting with two crows, or two 

rooks. Ever they rose higher and 

higher, the crow flickering above the 
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attacking hawk, the fight going on 

like some strange symbol in the sky, 

the Germans on deck watching with 

pleasure.17l 

(4) We went by some swimmers, whose 

white shadowy bodies trembled near 

the side of the steamer under water. 

One man with a round, fair head 

lifted his face and one arm from the 

water and shouted a greeting to us, as 

if he were a Niebelung, saluting with 

bright arm lifted from the water, his 

face laughing, the fair moustache 

hanging over his mouth. Then his 

white body swirled in the water, and 

he was gone, swimming with the side 

stroke.18l 

前者は空中でカラ スに製いかかるタカと ，そ

れを見物する人々の様子，後者は ライ ン河を泳

ぐ男の描写である。共に分詞構文が働いて文が

説明的になることをさけ，文体を簡潔にし，読

者に印象的なス ナップをみせるような効果を果

たしている。

これまでみてきたよ うに， IiEの文体は ，短

文 ，並列文 ，・分詞構文による短縮され省略さ

れた話しことばに近い文構造によっ て， 土地の

風物や人々 の息吹が生き生きと表現さ れている

ことに その特質があると思われる。そのため ロ

レンスの文章にありがらな説教臭さや強引さが消滅

してさりげない率直なロ レンスが伝えられている。

とは言うものの，ロ レンス独特の哲学がまっ

たく 表明されていないわけではない。 CaMに

満ちていた生命哲学， The Spinner and the 

Monksにおける星の均衡， TheLemon Gar-

densのほとんどを占め るヨーロ ッパ文 明批

評が，紀行文 と言 ってもロレ ンスの 哲学 に

基づいた 主張が必ず顔をのぞか せて いる。

IiEにおいてそのよう な ロレン ス自身 の生

の声が聞こえ る箇所をみる時，文体的に共通す

る言語事実ー一現在時制ー一の使用に気付く の

である。IiEの時の関係は， 紀行文執筆時が現

在時制であり， 旅行時の出来事や体験は過去時

制で述べられる。とこ ろが， Iremember ~, 

I can see～などの回想文，会話体の直接話法

以外に現在形で現われる箇所がある。 たとえば，

既に並列例で引用したパラグラフ63とその前後

のパラ グラフはほと んど現在時制で書かれてい

る。 スイスの 日常性 と均一性に反感を抱き，そ

の感情が執筆時にまで持続し， 現在ではロレン

スの内的真理にまで凝縮しているため現在形が

使用された と考えられる。 このように過去の感

情に触発さ れて現在時のロレンス の哲学が述べ

られる現在時制の例を引用し，その意味を考える。

(83) They loved Italy passionately; but 

they would not go back. All their 

blood, all their senses were Italian, 

needed the Italian sky, the speech, 

the sensuous life. They could hardly 

live except through the senses. Their 

minds were not developed, mentally 

they were children, lovable, naive 

almost fragile children. But sensually 

they were men: sensually they were 

accomplished. 

(84) Yet a new tiny flower was struggling 

to open in them, the flower of a new 

spirit. The substratum of Italy has 

always been pagan, sensuous, the 

most potent symbol the sexual sym-

bol. The child is really a non-Chric-

tian symbol: it is the symbol of man's 

triumph of eternal life in procreation. 

The worship of the Cross never really 

held good in Italy. The Christianity of 

Northern Europe has never had any 

place there. 

(85) And now, when Northern Europe is 

turning back on its own Christianity, 

denying it all, the Italians are struggl-

ing with might and main against the 

sensuous spirit which still dominates 

them. When Northern Europe, 

whether it hates Nietzsche or not, is 
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crying out for the Dionysic ecstasy, 

practising on itself the Dionysic ex-

stasy, Southern Europe is breaking 

free from Dionysos, from the trium-

phal affirmation of life over death, im-

mortality through procreation. 

(86) I could see these sons of Italy would 

never go back. Men like Paolo and it 

Duro broke away only to return. The 

dominance of the old form was too 

strong for them. Call it love of country 

or love of the village, campanilismo, 

or what not, it was the dominance of 

the old pagan form, the old affirma-

tion of immortality through procrea-

tion, as opposed to the Chriatian affir-

mation of immortality through self-

death and social love.19l 

（筆者ゴチック）

ロレンスは晩年の小説 LadyChatterley's 

Loverの冒頭に「現代は本質的に悲殷」の時代で

ある。……われわれは廃墟のまっただなかにあ

って，新しいささやかな棲息地を作り，新しい

ささやかな希望をいだこうとしている。」20)と述

べて，現代人に，男と女のささやかな生殖の営

みによる信頼関係の回復か ら現代の危機をのり

こえるひとつの活路を提示した。その解決の方

法が是か非かは別とし て，ロレンスが作家とし

て歩き始めた時期に書かれた IiEの上記引用例

に既にその崩芽が認められることは明らかであ

る。

現在時制で述べられるパラグラフ斡斡には 2

つの方向が示されている。ひとつはニーチェに

代表される Dionysos的人間回復の道であり，

もうひとつは生殖による不死の道である。ロレ

ンスは前者を北欧的，後者を南欧的特にイタリ

ヤ的に考える。彼にとって Dionysos信奉は自

己陶酔にすぎず，人間が作り出した“悲劇の時

代”への過程を逆行することであり，それによ

って人間は現代の危機をのりこえることは出来

ないと考える。人間は自然の一部にすぎず，地

球は宇宙を構成する数え切れない星のひとつに

すぎない。人間が万能主になることによって宇

宙の均衡を破壊し作り出した“悲劇の時代’'は，

人間が Dionysos的陶酔にひたることによって

は解決出来ない。人間が自然の一部に もどり，

男と女の生殖による生と死の永遠の円環に身を

ゆだねることだと意識したのがロレンスであっ

た。

祖国イタリアにもどろうとはしないイタリア

人移民とその リーダー，ギウセ ヒ°ーノを紀行文

に描く動機は，そのようなロレンスの内在する

意識であったと思われる。又，そのような意識

を顕在化したのが，彼らの生き方であったと考

えられる。そして，上記引用における現在時制

は，ロレンスの内的意識が言語に表面化したひ

とつの文体指檬とみなしてよいであろう 。

以上， IiEの文体特徴とみなされる接続的品

詞の用法，並列 ・分詞構文の用法，現在時制に

ついて考察してきた。

文体論の方法に関して Spitzer(1948)は，

「なすべきことは，表層から出発して，芸術作

品の〈 内奥にある生命中枢〉に到達することで

あり ，作品の外貌についての特徴を系統だて統

合して芸術家の精神のうちに存在したと思われ

る創造原理に至るのである。」21)と述べている。

liE執筆当時，ロレンスの精神の内に存在した

創造原理は何であったか，これまでの考察から

推し測れば，イタ リア人移民，特にギウセヒ°―

ノによって触発された生命回復のひとつの提議

であり，しかも ，そ れに同調するにはロレンス

自身の内的成熟に至っていないための内面の不

明瞭な状態であったように思われる。そして必

ずしも安易に理解し難い創造原理とも 言えるも

のが，読者に抵抗なく受け入れられるとすれば，

簡潔な素朴な口語的文体によるものと言ってよ

いであろう。

（注）
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