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１　音楽の起源に関する学説	

「 

「記号機能」 
　→ 「あるものが別のあるものを表わす」機能  ( c.f. 68)  

「記号表現」 
   → 記号機能を成立させるための項で、「われわれの感覚に訴える」もの 
　　 (c.f. 72) 

 「記号内容」  
　→  記号機能を成立させるための項で、※ 記号表現が示す内容。    

     

記号における「同じ」と「異なる」  p.73 

　※【復習】 「記号機能」、「記号表現」と「記号内容」 

１　音楽の起源に関する学説	

例)  

・「コドモ」の語 ( = 記号表現 ) は、男声・女声を問わず機能する。   
　(c.f. 75) 

・             ( = 記号内容 としての「子供」概念)   は、  
　　　　　特定の一個人に限定されず、年齢、性別、体格、国籍など 
　　　　　個別性は捨象される。※ 広く抽象的に使用される。　　　 

記号における「同じ」と「異なる」  p.73 

　「記号表現」と「記号内容」との同異を決定づける「視点」 

１　音楽の起源に関する学説	

「コドモ」 「こども」　「子供」 「kodomo」 「こ・ど・も」 

記号における「同じ」と「異なる」  p.73 

それぞれ個別に	  
対応するのではない	

「記号表現」と「記号内容」は	  
完全な自己同一性の条件を	  
満たしていなくてもよい	

c.f.	  75	

記号表現	

記号内容	
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１　音楽の起源に関する学説	

 　　　　　　　　　　　　　「子ども」 

「分節」と「差異」作用  p.76 

「異なっているのに同じである」 のような
状況が可能になるのは	  ?	  

記号の持つ本質的な働きの一つ	  
「意味づけする」、「価値づける」	  
という機能による　　(c.f.	  76,	  	  	  c.f.	  5	  )	  	  

記号表現 

記号内容 「異なっているのに同じである」	  
	  c.f.	  76	

「〔個人としては〕	  異なっているのに	  
	  	  	  	  〔子どもとして〕	  同じである」　	

１　音楽の起源に関する学説	「分節」と「差異」作用  p.76 

記号〔表現〕は、様々な対象、現象の中から、	  
「同じ」意味、「同じ」価値 をもっているものを	  
選び出し、まとめあげる。	  

記号はこのように自らの視点に基づいて	  
対象に区分を入れる	  	  	  	  	  	  (c.f.	  76)	  	  

記号表現 

記号内容 「異なっているのに同じである」	  
	  c.f.	  76	

「子ども」 

違う 

１　音楽の起源に関する学説	「分節」と「差異」作用  p.76 

記号〔表現〕は、様々な対象、現象の中から、	  
「同じ」意味、「同じ」価値 をもっているものを	  
選び出し、まとめあげる。	  

記号はこのように自らの視点に基づいて	  
対象に区分を入れる	  	  	  	  	  	  (c.f.	  76)	  	  

記号表現 

記号内容 「異なっているのに同じである」	  
	  c.f.	  76	

「子ども」 

  異なる 
「分節」 

１　音楽の起源に関する学説	「分節」と「差異」作用  p.76 

記号の「分節」という働きは、	  
「同じ」価値としての 等質性を強調すると共に、	  

「異なる」 価値としての 差異性 を強調する	  

(c.f.	  77)	  	  

記号表現 

記号内容 「異なっているのに同じである」	  
	  c.f.	  76	

「子ども」 

    異なる 
「分節」 
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１　音楽の起源に関する学説	「分節」と「差異」作用  p.76 

	  「分節」	  =	  	  ar3cula3on	  
n.	  明瞭な発音	  (すること	  )	  	  	  	  	  by	  	  “Genius	  G4”	  	  

	  →	  	  ※	  　解かりやすく分割すること 	  

記号表現 

記号内容 「異なっているのに同じである」	  
	  c.f.	  76	

「子ども」 

    異なる 

１　音楽の起源に関する学説	「分節」と「動機づけ」  p.77 

何が 「同じ」 で、 何が 「違う」 か。	  
対象界をいかに「分節」するか。	  

これを規定するのが 「コード」	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  c.f.	  77	  

記号表現 

記号内容 「異なっているのに同じである」	  
	  c.f.	  76	

「子ども」 

    異なる 

１　音楽の起源に関する学説	「分節」と「動機づけ」  p.77 

記号そのものは、その「分節」するという	  
機能に関してはどのようにも、動機づけ	  
られうるものである	  	  (c.f.	  78	  )	  。	  	  

→	  ※	  	  記号は、イデオロギー	  (思想傾向)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  によって、どのようにも 対象を	  
　　     「分節」 しうるものである。  	  

記号表現 

記号内容 「異なっているのに同じである」	  
	  c.f.	  76	

「子ども」 

    異なる 

１　音楽の起源に関する学説	「分節」と「動機づけ」  p.77 

※	  「イデオロギー」 とは多義的な語	  
　　である。	  

記号表現 

記号内容 「異なっているのに同じである」	  
	  c.f.	  76	

「子ども」 

    異なる 
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１　音楽の起源に関する学説	「分節」と「動機づけ」  p.77 

　イデオロギー	  【	  ideologie	  】	  

	  1.	  (略)	  マルクスが用いた語。歴史的社会的に	  
　　制約され偏った観念形態の意。	  

	  	  2.	  	  	  虚偽意識	  

　3.	  	  単に思想傾向、政治や社会に対する考え方	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  広辞苑	  	  

記号表現 

記号内容 「異なっているのに同じである」	  
	  c.f.	  76	

「子ども」 

    異なる 

１　音楽の起源に関する学説	「分節」と「動機づけ」  p.77 

「記号というものは常に イデオロギー的な手段	  	  
	  〔※	  権力者における偏った観念を実現するための
手段〕	  となりうるものであり、	  

そのイデオロギー	  〔※	  権力者における偏った観念
や、虚偽意識、思想風潮	  ]	  	  に従って既成の秩序に
挑んだり、その組み変えを迫ったり、新しい秩序を	  
提示したりする」	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  c.f.	  	  78	  	  

記号表現 

記号内容 「異なっているのに同じである」	  
	  c.f.	  76	

「子ども」 

    異なる 

前期はここまで	  

	  (	  pp.	  1〜	  78.	  )	


