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　　レ ー ミゾフの
「
文字」 と 「面」

「

書 く」 こ と と 「
描 く」 こ と に つ い て の 言説 をめ ぐっ て

一

小 　椋 彩

序　
「
書 く人 」 の 形象

　 レ
ー

ミ ゾフ の 創作 に は ， し ば し ば 「書 く人 」 と い う

形象が 登場 す る。た と え ば中 編 小 説 『な りや まな い タ

ン バ リ ン 』 （IHeycMHb ］li　 6y6eH・〉 （1910） で 主 人公 の ス

トラ チ ラ
ー

ト フ は，40 年間役所 の 窓際 で 清書を繰 り

返 し て き た 地 方官吏 で あ る し，「第 五 の 悪 』 〈・11HTafi

A3Bal ＞ （1912） の 主人公ボブ ロ ーフ は
「
ひ と り沈黙 の

生 活 に 閉 じ こ もっ て 」，「
読書す る ほ か は ， 大概 の 夜の

時間 を著述 に 充 て て 」 い る。

　
『
第 五 の 悪』 は動乱時代 の イ ヴ ァ ン ・チ モ フ ェ

ーエ

フ に よ る 『
年代記 』 （IBpeMeHHHK ・〉 に 着想 を得 て い る。

ボ ブ ロ
ー

フ が 執筆 し て い る と され る 「全 ロ シ ア へ の 告

訴状 」 と い う妄想 を綴 っ た ノートは ， や が て 『
第 五 の

悪』 か ら独立 し，13世紀 の 写本 と同 タ イ トル を 持 つ

『
ル
ー

シ の 地，滅 亡 の 物 語』 〈・CmBO 　O　 f［orH6e ．（H

pyCCKOil　3eM 川 ・〉 （1918） に 結実す る こ と に な る。

　 とは い え ， こ れ ら はオ リジ ナ ル に 対す る単純 な
「
模

倣」 を意味す る もの で は な い 。一
個人 の 妄想 を民 族 の

神話 と重 ね る こ とに よ っ て レ ー
ミ ゾ フ が 意図 した もの

とは ，

「
年代記的記述 （xpoHHKa ） と い うジ ャ ン ル そ の

も の の 再解釈」

1
だ っ た か らで あ る。

　 レ ーミゾ フ の 創作活動全般 に お い て ジ ャ ン ル の 模索

が い か に 重 大 な位置 を 占め る か に つ い て は，彼 の テ ク

ス トが とき に ジ ャ ン ル 分 けが 「
不可能 」 で あ る と い う

逆 説 に よ っ て も示 さ れ る 。 た と え ば 『
書 か れ た ロ シ

ア 』 ePoccHfi 　 B　 IIHcbMeHaxll （1922＞ で レ
ー

ミ ゾ フ は ，

古文書 な どの 引用 や個 人 的 な 回想，物語 な ど の 断片 を

集 め
， 非囚果 的 に 配置 して み せ た が ，

こ の ク ロ ノ ロ ジ

カ ル な統
一
性の破壊 は そ れ 自体

「年代記 」 の パ ロ デ ィ

で もあっ た。か っ て シ ク ロ フ ス キ イ に
「『イ ヴ ァ ン ・

イ ヴ ァ
ーノ ヴ ィ チ が 机 に 向か っ て い た』 な ん て 小説 を

書 き出 す こ とは ， も う僕 に は で き な い よ」

2
と語 っ た

作家 は，断片的文章 の モ ザ イ ク状 の 組 み 合わ せ を 自 ら

「

らせ ん （3aBMTyll1Ka ）∫ と名付 け，後年，コ ド リ ャ ン

ス カ ヤ の イ ン タ ヴ ュ
ーに 答 え て

「
私 は 小 説 家

（POMaHMcT ） で は ありま せ ん。な ろ う と した が ，な れ

な か っ た 。 私 に は順序 だ て て 語 る 才能 が な くて，い つ

もば ら ば ら に し て し ま う」
4

と 回 想 して い る。

　 しか し，時間的経緯 に 沿 っ た伝統的な叙述 が 否定 さ

れ る と い うレ
ー

ミ ゾフ の テ ク ス トの断片性は，作家の

終生 に わ た っ て 同質 だ っ た わ け で は な い
。 創 作活動初

期 や 亡命前，レ ーミ ゾフ は 民 話や 伝説 を改作す る ほ か ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 フ ィク シ コン

そ れ らを同時代的文脈 の 小 説 の枠組み に 積極的 に 移

植 し た 。こ の 方法 に よ っ て 作 家 は近 代 以 降 の ロ シ ア の

「知 識 人．」 と
「
民衆 」 と の 乖離 を解消 す る こ と ， す な

わ ち 「
民衆 の 神話 の 再創造 」

S
を 目 指 し て い た わ け だ

が，前述 の 通 り そ の 資質 が
「
小 説」 と い う ジ ャ ン ル に

適 応 す る こ と は な く，こ れ を放棄 す る に 至 る。

　 そ の 後 ， 亡命 とい う
一・

大契機を経 て，作家 は 自分自

身の
「人 生 」 に よ り多 くを取材す る よ う に な る。個 人

的 な 回想や 夢，エ ッ セ イ風 の 記述 な ど が 史実 と混 在し

て 記述 され る うえ，その 内容 が 重複 す る こ と も多く，

総 じ て テ ク ス トの 複雑 さ は 増 し て い っ た。オ バ トニ ナ

は レ ー
ミ ゾ フ の 自伝的作品 を評 し て ，「

古代 の 神話 に

似 て 」
「
複合的．」 とい い，1920年代以降，最晩年 まで

の 作 品 は内的関連 を考慮し て 検討す べ き で あ る と 主張

し て い る。fi

　 と こ ろで前述 の ス トラ チ ラートフ は，ゴーゴ リや ド

ス トエ フ ス キ イ が描い た 「
書記 」 た ち の 系譜 に 連 な り

な が ら も プーシ キ ン と重 ね あ わ され，彼 の 役人 と し て

の
「

清書作業」 は ， 詩人 の
「
芸術的営為 」 に 転 じ うる

と い う 仕掛 け を 持 つ ♂ ま た，革命 の 反響 で あっ た

『第 五 の 悪 』 で ロ シ ア の 未 来 を 憂 い 夜毎 の 執筆 に 没頭

す る ボブ ロ ー
フ に も作家自身 の 姿が 透 け て 見 え る 。

　
「
書 き続 け る 人 間 」 は レ ーミ ゾフ 自身に よ っ て 具現

さ れ て い た 。先述 の よ う に ，1920 年 代 以 降 の テ ク ス

トで は 重複 す る 断片的挿話 を別 の 版 や 著 作 の 中 に しば

しば 見 つ ける こ と が で き るが，こ れ は レ ーミ ゾフ が頻

繁 に 創作 に 登 場 さ せ て き た
「
書 く者」 とい う形 象 を 自

分 自身 と重 ね 合わ せ る こ と に な る。レ ーミ ゾフ は異 な

る 著書 に 同 じ よ うな内容，テーマ を断片的に 積み 重 ね

て 複 合 的 な テ ク ス ト を綴 り な が ら，自 ら が
「
書 く」 こ

と を繰 り返 す ，

「
書 く者 」 の 形 象 と重 な っ て い く。

「
民

衆 の 神話 の 再創造」 と い う課題 か ら も明 らか な よ う に ，

レ ーミゾフ は近 代以 降の 個人 主 義 を 否定す る 。主人公

の 個 人 的 な運 命 を語 る伝 統 的 な長 編 小 説 に 代 わ る，新
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小椋 　彩

た な 形 式 を探 す 必 要 が あっ た の で あ る。

　 こ の よ うに レ ー ミ ゾフ に と っ て
「
書 く」 こ と 自体 が

文 学 ジ ャ ン ル の 問題 と直接的 に 繋 が っ て お り，ま た創

作 の 重要な モ チ
ー

フ で もあっ た。「
書 く」

こ と を 中心

的モ チ
ー

フ とす る 作品の ひ とつ に
『
写字生 一カ ラ ス の

羽 ペ ン a ＜・FIHcell− BopoHbe　 llepo ・）　s が 挙 げ ら れ る。

1949年 に 出版 さ れ た こ の テ ク ス トは そ の 冒頭 で ， タ

イ トル を
「
仕事道具 に ち な ん で 」 お り，レ ーミゾフ に

と っ て 馴染 み 深 い 歴史上 の 人 物
「イ ヴ ァ ン ・

フ ヨ
ード

ロ フ，ア ヴ ァ ク
ー

ム ，ヴ ァ
ー

ニ カ ・カ イ ン ら に つ い

て 」 （4屠 か れた もの ，と紹介 さ れ る。

　写字生 を主人公 に 据 え た本作 か ら は
「

書 くこ と」 に

対す る レ ー
ミ ゾ フ の 姿勢 を読 み 取 る こ とが で き る 。 本

稿 で は，こ の
『
写字生一カ ラ ス の 羽 ペ ン 』 を出発 点 と

し，同時期 に 書 か れ た 文 章 や ， 作 家 と，作 家の 伝 記 執

筆者 と して 未刊行 の 遺稿 な どを ま と め た 童話作家 コ ド

リャ ン ス カ ヤ との 対話を検討 しな が ら，
レ ーミ ゾ フ に

とっ て の
「

書 く こ と」，お よ び そ れ と 関連 す る
「
描 く

こ と」 の 意味や ，
ジ ャ ン ル の 問題 と の 具 体的 な 関わ り

に つ い て 明 らか に す る こ とを 目 的 とす る。

1　 「書 く」 と い う行為

　 「写 字 生
一

カ ラ ス の 羽 ペ ン JI （以 下
『
写字生』） は

短 い 物語 5編 が 集 め ら れ た 連作集 の よ うな 体裁 を とる 。

写字生の
「
私」 が 各話 で 時代 を越えて 遍歴 し，歴史的

場 面 （イ ヴ ァ ン ・フ ヨ
ー

ド ロ フ に よ る モ ス ク ワ で 最初

の 印刷 ， 宗教改革 と ア ヴ ァ ク
ー

ム の 処刑，ピ ョ
ー

トル

大帝 に よ る 海外使節派遣 な ど〉 に 遭遇 す る 。 し か し

16世 紀 か ら 18世紀 に か け て の 時代 設定 の な か に 20

世紀 の
「
同時代人」 を 登 場 さ せ た り，

9
現代性 を匂 わ

せ た 記述 を挿入 し た りす る
［［，

こ とか ら ， テ ク ス トは

レ
ー

ミ ゾ フ 自身の 人生 （貧困，亡 命，世間 の 無 理解）

や ，創作活動 の 道筋 （書 く，描 く， 出 版 す る ） と重 な

り合 う。 す な わ ち 『
写字生 』 は ， 史実 に 枠を借 りた 架

空 の 物語 で あ る
一

方 で ， 作家 の 実体験 に 基 づ い て もい

る 。

　さて ， この
一
連の 物語に は レ ーミ ゾフ の

「
印刷」 に

対 す る ス タ ン ス が 示 され て い る。そ して そ れ は 主人公

が
「

写 字 生 」 で あ る こ と か ら も 大方予 想 さ れ る よ うに

否定的な もの で あ り，

「モ ス ク ワ 最古 の 印刷所 」 の 火

事 の 原 因 が
「
主 人 公 の 放火 」 に帰 され る こ と も そ うし

た 姿勢 の 反映で あ る。

　 で は，そ もそ も なぜ 印刷 は否 定 され る の か 。

　写字生 は 印 刷 の 正 確 さ に 驚嘆 し，一
度 に 大量生 産 で

き る効率性 を，「
ま る で 魔法 の よ う」 で ，

「
人 の 手 で は ，

い か に 素早 い ペ ン で も ，
と て も追い つ け た も の で は な

い
」 と言 う （72）。こ の よ うな 印刷 の 機械的な生産性

に よ っ て ，
モ ス ク ワ に は多数 の

「
匿名 」 の 本が 出現す

る 。 印刷 は西 欧か ら入 っ て き た 技術 で あ り，「モ ス ク

ワ で 最初 の 印刷工 は ドイ ツ 人 た ちだ っ た 」 の で ， す で

に
「
〔フ ヨ

ー
ド ロ フ が 作 る 〕『

使途行伝 』 や 「
祈祷書』

の 出 な い うち ，1564年か ら 65 年以 前 に，モ ス ク ワ で

は ， 名無 しの 本 が 出版 さ れ て い た 〔
……〕」 （84＞。 し

か し そ う した ドイ ツ 人 た ち の 境遇 は ，知 ら れ て い な い

だ け で ， 恵 ま れ た も の で は な か っ た 。「
モ ス ク ワ に

や っ て きた ドイ ツ 人た ち の なか で も，グ
ー

テ ン ベ ル ク

そ の 人 の 名 や，ほ か に も著名 な 植字 工 た ち の 名 は 愛書

家た ち に は お な じ み の もの だ っ た 」 が 「モ ス ク ワ で ，

最初 の ドイ ツ 人 の 印刷工 た ちが 迫害 され て い た こ と は

ほ と ん ど 知 ら れ て い な い 〔……〕」 （87）。 そ し て ，
ロ

シ ア で 最初 の 印刷工 と い う栄誉 に 与 っ た は ず の フ ヨ
ー

ドロ フ の 生涯 もまた 不幸 な も の で あ っ た と記 され る 。

「
イ ヴ ァ ン

・
フ ヨ

ードロ フ は ザ ブル ドブ か らル ポ フ へ

渡 っ た 。そ して 彼の
「
ふ る さ と も祖 国 も無 い 』 苦 い 絶

望が 始 ま っ た 」 （87）。

　印刷 の 生 産性 が 述 べ られ る
一

方で ，筆写 は修練を要

す る 時間 の か か る 作業 と し て 提 示 され る。しか しそ れ

は 否定的側面 で は な く ， そ の 結果 ， 洗練や 正 確 さ に到

達 で き る と述 べ られ る 。

　 時 に は 写本 の 前 で舟 を こ ぐこ と もある。「

あ くび は っ き

もの 』，そ れ で も書 くの だ。書 け ば 書 く ほ ど熟達 し，私 の

カ ラ ス の 羽ペ ン も思 い 通 りに 運ぶ の だ っ た。わ れ わ れ の 筆

写 の 技 術 （HCKyCCTBO ） が ど の よ う な 洗 練 と正 確 さ，確 実

さに 到達 で きた か は想 像 もつ か な い 。（69） 〔傍線 は 引用 者，

以 下 同 じ〕

　 そ し て 修練 か ら 得 ら れ た 文 字 の
「
芸 術 ， 技 術

HCKyCCTHO 」 は，音楽 や 詩 や 夢 と 同 じ く 「
頭」 で は な

く
「
心」 で 捉えよ と諭 され る 。

CK ⊂MbK 〔〕 pa311epL’［IMcam 　 fi　 MOHM 　 BopoHbMM 　 nep 〔〕M　 lkMTHe

⊂BHT 阿Te 調月，　 coqHHeHMe 　yyeHol
’
o 　cep6a 　MMTpo πo・1HTa 　I〈anpHHHa ．

レIB　gecTb 　nepBoT
’
o 　MOcKOBCKOrO 　cBHTHTeM 月，囗Pe皿cKa3aB ］JTero

3Ha ［leHHe 　M　BeJHUMe 　MOcK ｝lhT　M　C．，TaBlil 　ee 　BO　BCe 　KOt−tUbl 　3eM 縄H，
HnocTapa 調cH ： B6yKBax 　TaKyKo 　 BH3b 　 3a 冂』c．［　

−
　Ha 　r』a3 　Y30P，

11ayK 　 He 　COTK6T ，　a 冂OH 月Tb ，　rO 涯OBy ．iOMaM ，　 HHHe 「O　He 　HO 函MeU ．lb．

ABe ！lb ∋To 　H　 e ⊂Tb 　 HcKyCcTB 〔〕，　 c・π bTu ］HTe ： ｛・McKyCCTBo − 6epH

ero 　cep 皿UeM，　 a　noHHNcuT ［．・　He 　o6H3aTem ，Ho，　　Yro ，　 KaK

My3bTKa ，　CTHXH ，　 CHOBHneHHe ，｝．〔ア5）

　 こ の カ ラ ス の 羽ペ ン で ，聖人伝
．
や，セ ル ビ ア の 府 主経 カ

プ リア
ー

ン の 著作 を何 度書 き写 した こ とか 。
モ ス ク ワ の意

義 と偉大 さ と ，全地 に と ど ろ くそ の 誉 れ と を予言 し た 最初

の モ ス ク ワ 主 教 の た め に ，私 は励 ん だ。摸様 と見 まが う，
蜘 蛛 に は織 れ な い 組 み 文字 を編

．
ん だ。頭 をひ ね っ て も，何
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レ
ーミ ゾフ の

「
文 字」 と

「

画」

も分 か る まい 。こ れ こ そ が 芸術だ 。 そ う。「
芸術 は 心 で 捉

え よ。必 ず し も分 か らな く と も よ い 。こ れ は音楽 や 詩や 夢

見 と同 じだ 」

　 い まや 印刷 の最大 の利点で あ っ た は ずの
「迅 速 さ」

や 「正 確 さ 」 に は な ん の 価値 も与 え られ な い 。む し ろ

「
書物 の 印刷 と は，無学の 」

「
うそ ， 愚 か さ ， 中傷の 」

「
最 も忠実な僕 」 （73） と評 され る に至 り ， か つ て そ の

速 さ に 印刷 の
「
魔法」 を見た こ と はす っ か り帳消 し に

な っ て し ま う。

　 ま た，レ ー
ミ ゾ フ は，主人公 の 口 を借 りて 自分 の 創

作活動 の ひ み つ を以下 の よ うに 説明す る。

冂epeA 　EnHabaHbeBoM冂peMynpocTbk 〕 fl　nPeK ・qoHHH 〕cb ．　Ho　ITPM

MoeM 　He 冂Peono．［HMoM 正lp 回 cTpacT 阿 回 K （・cJIQ 日oq．［eTeH 剛 o ル H』目 K

ToMy ，　qTo 　BblpallaeT 　HHcTo −c．loEcct・toe 　
’
reueHMe

，　
−

　　oHo

冂PQxo八 HT 　 BP月皿 cMblc ．，lb｝o ” 6HeHMeM　 qyBcTBa 阿 pa3BMBaeTcfi

冂o−cEoeMy ，　以a冫Ke 　BotTpeKM 　Mb ［c．”H　阿　HyBCTHy ，　sTo 　KaK 　B

躙 B・冂レIc回 KpaCKa ，　 a　 B　 My3blKe 　 3ByHaHHe，〔＿〕 MOK ）

pyccKyK 〕以y 口ly　Bce 「爪a　B囲eK．lo　M　6bMo 　MHe 　6』H＞Ke 　L民epKoBHo
・

c．aaBHHcKoro 　H30L μpeHH月 Hallユ fipHponHbrM 　pyccKH前 fl3b【K．（65−

66）

　至 賢エ ピ フ ァ
ーニ イ の 智慧 に ， 私 は心か らの 敬意 を表 す

る。しか し私 が 「言葉 の編 み 垣 」 に こ だ わ る，あ る い は純

粋 な こ と ばの 流 れ が 表現 す る も の に こ だ わ る と言 う とき，
そ うした こ と ば の 流れ は お そ ら く思 想や 感情 に よ る の で は

な い
。 固有の 方 法で ，む し ろ それ ら に 反 して 展 開 し て い る

の で あ る 。 絵画 に お け る色 彩や，音楽 にお け る 響 き と同 じ

だ。〔……
〕私 の ロ シ ア 的 な 精神 を い つ も魅 了 し ， 私 に

と っ て 教会 ス ラ ヴ 語 の 洗練 よ D も ち か しい もの と は ， 私た

ち が授 か っ た ま まの ロ シ ア 語 だ っ た。

　 エ ピ フ ァ
ー

ニ イ の 装飾的文体 に 感嘆 し つ つ も主人 公

が 魅 惑 さ れ る の は
「
生 来 の ロ シ ア 語 （【］PHpoaHb］li

pyccKHA 月 3b 【K）」 で あ る。こ れ は
「
迫害 さ れ，時 の 流

れ の な か で 忘 れ 去 ら れ よ う と し て 」 い る もの の ，長 司

祭 ア ヴ ァ ク
ー

ム の 説教 の な か に は，まだ 生 き生 き と 息

づ い て い る （82＞。 そ こ で 処刑 さ れ る 長司祭 に 向 か っ

て ， 主 人 公 は こ う呼 び 掛 け る 。

「大 地 に ロ シ ア の 言葉

が 響 く限 り ， あ な た の 記憶 は 灯 の よ う に 明 る く輝 く

……あ な た は私 に 教 え て くれ た 。

『生 来 の ロ シ ア 語 を

愛 す る ！』 と。全 ロ シ ア の 地 の 長 司 祭 ア ヴ ァ クーム

よ 1」 （94）

　第三 話 で主人 公 は ， ア ヴ ァ クーム の熱心 な 支持者で

あ る が ゆ え に 職場 を追放 さ れ る 。レ
ー

ミ ゾ フ に と っ て

ア ヴ ァ ク
ーム と は，こ と ば と人 格 が 調和 し た理 想的人

物で あ っ た。そ の
一

方 で イ ヴ ァ ン ・フ ヨ
ード ロ フ は ，

偉業 を成 し遂げた 歴史的人物 と い うよ り も，「
印刷」

に 翻 弄 さ れ た 犠牲者 と し て 描写 さ れ る。「
書物 の 印刷

は彼 に と っ て は
“

神 に 仕 え る 仕事
”

，彼 の命を か け た

仕事 で あっ た 」 （86）が ，晩年 は そ の 天 職 を奪 わ れ て

貧困 に 苦 し み つ つ ，流浪生活 を 送 る （87）。立場 の

ま っ た く異 な る こ の 二 人 は，「
似 た よ うな 背格好」 で

あ る と して，主 人公 に よ っ て 面影 を 重ね 合 わ さ れ る。

　「
彼 〔ア ヴ ァ ク

ー
ム 〕の 目に，私 は 確固 た る 信念 を

見 た 。 印刷 工 房 の 火事 の と き ， 最初 の 印刷 工 イ ヴ ァ

ン ・
フ ヨ

ードロ フ の 目に も，こ の 同 じ強 さ を私 は 見 た

の だ っ た。〔……〕し か し ア ヴ ァ ク
ー

ム の 目 に あ っ た

の は 怒 りで も非難 で も な く， 激 した 痛 み が 燃えて い た

の だ っ た 」 （93）。

　結 局 テ ク ス トで は ， 印刷 は人 （主 人 公，ドイ ツ 人 た

ち ， フ ヨ
ードロ フ ） を不幸 に す る の み で ある。印刷 は，

文字 を 書 く こ と に 要求 され る 修練 と そ の 結果 と し て の

熟 達，知 恵 で は な くて 心 で 理 解す る よ う な精神性 を欠

い た もの とみ な さ れ る 。 ア ヴ ァ クーム の 処 刑 と フ ヨ
ー

ドロ フ の 死 を結 びつ け る もの と は
「
ロ シ ア的精神」 が

失わ れ つ つ あ る こ と に 対す る危機意 識 で あ る が ， そ う

した不可視的な精神性 を担 うの が 書 か れ た 文字 や 写本

な の で あ る。

2 連続 する 文字 と画

　 20 世紀初頭 の ロ シ ア で ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 芸 術 家

た ちが 中世の 写本 や ル ボーク に 民族的本質 を
「
発 見」

し ， こ ぞ っ て 芸術 の 素材 と して 取 り入 れ た と き，文字，

と くに 中世の 筆写 や 初期写本 に 美 を見 る 姿勢 は レ ーミ

ゾフ に お い て は すで に な じ み の もの で あ っ た。能筆家

だ っ た母親や 古文書学 の 専門家 とな っ た 妻か らの 影響

を受 け つ つ ，レ ー
ミ ゾフ の 文字 そ の もの へ の 関心 は 終

生 絶 え る こ とは な か っ た 。 自伝的散文
『
剪 り取 られ た

眼 で』 （IHoncTpMHeHHbTMH 　 r諏 a3aMH ・） （1949）の
「
カ リ

グ ラ フ ィ
ー

」 の 章の な か で ，作家 は 文字 へ の 愛着 を以

下 の よ う に 述 べ る 。

　 　 カ リグ ラ フ ィ
ーと は い つ も自由な も の。文字 と文字 飾 り

　 の 魔法 の 王 国 に 他人 が くち だ しで き は しな い 。人間 に 動物，

　 悪魔に 妖怪 ， 木々 や 草花が，ひ げ飾 りや，曲線や，一
筆 直

　線 や らせ ん状 の 飾 り書 き の蜘蛛の 巣の よ う に織 られ て い る

　 （TKyTcH 　　冂 ayTHHoM 　　pocLtepKoH，　．叮MHHM ，　 u1TpHxOB 　　H

　 3aBHTyt ［亅eK ）。

　 　 こ とば の 輪郭 を識別 で き よ うが で き まい が，判読 で き な

　 い 筆跡 で あ ろ うが，明確で 分 か りや す い もの で あろ うが。
　 な め らか に しっ か り書 くもよ し，1

．
金釘 流 」 で 自分 の 筆 跡

　 に 自信が な い 向 き もあ ろ う。しか し文字，単語，文 を書 き，

　 ど の よ う に ペ ージ の 上 に 並 べ る か
， 技 法 （HCKyCCTBO ） に

　 な ん ら関係 な い の で あ る 。（T ．8．C ．35 ）

こ の 章 で は
「
中国 の 文字」 や

「
ア ラ ビ ア の 文 字」，
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小椋 彩

「
中世 の 写字生 の 書 くロ シ ア の 文字」 の 美 し さ が 賞賛

され る （T ．8．　C．35−36）。中世 の 筆写 に 起源 を持 ち意

味伝達 と い うよ り文字 の 装飾的意味合 い の 強 い 現代 の

カ リグ ラ フ ィ
ー

は も とよ り，レ ー
ミ ゾ フ は こ こ で 中国

語 や ア ラ ビア 語 の 文字 で 何 が 書か れ た か も問わ な い
。

「人 の 数 だ け筆跡 は あ る が，カ リ グラ フ ィ
ーと い う芸

術 で あ る こ と に 変 わ り は な い
」 （T．8．C ．36） の で

あ っ て ， 文字 は ， 視覚芸 術 と し て そ の 外見 の 形の み が

問題 に な る。そ して 確か に 上引用 部 の ， 文字を有機的

で 流 動的，可 塑 的 な もの と捉 え る描 写 か らは ，

「線 画 」

の 延長 の よ うな もの が 想起 され る 。

　 と こ ろ で ，こ れ と 同時期 （1945−48） に 書 か れ た

エ ッ セ イ （『
作 家 の 絵』） に よれ ば 「絵 を描 か な い 作 家

は ど う や ら い な い
」 。

レ ーミ ゾ フ は そ の 理 由 と し て

「
書 か れ た もの と描 か れ た もの 」 が 本質的 に は 同 じだ

か ら だ と述 べ て い る。

　
「
作家 は絵 を描 く。理 由 は い た っ て 簡単，書 か れ た

　　　　　．　　　　　　　　　．　　　　の　　　　．　　　　．　　　　．　　　　ロ
も の と 描 か れ た もの は 本 質 的 に は 同 じ だ か らだ

（Hanuc αNNoe 　H　Hapuco θaHHoe 　no 　cy − ecTBy 　 onHo ）。書

く者 （HHceu ＞ は み な 描 く者 （PHCOBaJbLUMK） に な れ

る し ， 描 く 者 は か な ら ず 書 く者 で もあ る。作 家

（nMcaTe 、lb ） は主 に 書 く者 で あ る。〔・・…・〕従 っ て ど ん

な作家 も絵 を描 き た い と 思 っ て い る」
11

〔斜体強調 は

レ
ー

ミ ゾフ，訳対応部分 に 傍点〕

　
「
書か れ た も の 」 と

「
描 か れ た もの 」 が 同 じ と は ，

すなわ ち
「
書 く （HHcaTb ）」 と 「

描 く （PHCOBaTb）」 と

い う
「
行為」 が 同質 だ と換言 され よ う。

n
従 っ て 上 引

用 の
「
書 く者 （nHceu ）」 と は，中世 の 写字生 とい う意

味 に 加 え て ，そ の よ うに して 文字 を 「
書 く人 」 で あ る 。

線描 の 線 と文字 と は 書 く と い う 「
行為」 に よ っ て 繋

が っ て い る。ま た 「書 く者」 と 「
作家 （nHcaTe 』b）」

とは異 な る 。
レ ーミゾ フ は こ れ らの こ とに 対 し常 に 非

常に 意識的だ っ た 。

　 エ ッ セ イ で は先 の 引用 部 に 以 下 の よ うに 続 く。

　〔＿〕　Ko 「na
“
MblCAb 　6ponMT”

HLIH 　 Ko 「皿a　
“
cmMraeTcfi

”，　 Kol1JLa

　“　　　　　　　　 tJ

　 He 　 nem ［aeTc 月 cMoBo 　 H諷H　Je3eT 　Hecypa3Hoe ，　pyKa 　HeBoJbHo

　 npo 皿o』HaeT 　 BblBo 江”Tb 　Y30Pbl
−
　TaK 　 o603HagaeTcA 　pHcyHoK

　 Ha　”O””X　H』H　B　TeKCTe 〔．．．〕．
13

　 　考 えが
「
さ ま よ う 」 と き や，「て こ ずっ て い る 」 と き，

　
「
こ と ばを手 な ず け られ な い 」 と き や，突拍子 も な い こ と

　 が 入 り込 む と き も ， 手 は ひ と りで に 模様を 描きつ づ け る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 テ ク ス ト

　 こ うい うふ うに して絵 が余 白や本 文 に現 れ て くる の で あ る。

　引用 に あ る手 の 動 きの
「無 意 識性」 （「手 はひ と りで

に ……
」） か ら は フ ラ ン ス の シ ュ

ー
ル レ ア リ ス ム や ニ

コ ラ イ ・ク リ ビー
ン の

「
自動筆記 」 が 想起 さ れ そ の 影

響関係 に 興 味 が 湧 くが 滑 い ま は まず ，
レ ーミ ゾフ が

関心 を抱 き注視す る の が 文 字 そ の もの ば か りで は な く，

手 や ペ ン の
「
動 き」 で あ り， ま た そ の と き紙の 上 に

「
現れ る絵」 で あ る ， とい う点 に 注 目 した い 。

　 レ ーミ ゾ フ が べ 一ル イ の 絵 を 評 す る メ モ
tj

に は

「ア ン ド レ イ ・べ 一ル イ の 絵 に は何 か 遊び的要素 が あ

り ます。子 供が 机 に 向か っ て お 絵 か き を始 め，飽 きて

別 の 遊 び を始 め る まで の よ うな 」 と あ る。これ に 続 け

て ，
レ ーミゾフが 重視す る の は 結果 で は な くプ ロ セ ス

で あ る と述べ ら れ る。

Mrpa ，　a 　He 　MacTepcTBo ：　Bo 　BcHKoM 　MacTepcTBe 　ecTb

（qloqeMy ・
  　 a　B　MIlpe　｛IKaK 　pyKa　Bo 皿H説 a・  　 H　 Bcer 皿 a　Ba ＞KeH

TO 」lbKO 囗pollecc，　 a　 He　pe3yJbTaTb 【．　B　 sToM 八ylHa　pHcyHKoB

AHnpeH　Be。ioro．’E

　〔べ
一ル イの絵 は〕遊 び で あっ て，巧 み さで はない 。あ

ら ゆ る巧 み さに は
“
な ぜ

”
が あ る が，遊 び に あ る の は

“
い

か に 手 が 動い た か
”

とい う こ と。い つ も大 事 な の はプ ロ セ

ス だ け で，結 果 で は な い 。ア ン ドレ イ ・べ 一ル イ の絵 の 本

質 は こ こ に あ る。

　 レ ー
ミ ゾ フ に よ れ ば 技 を伴 っ て 絵 を描 く こ と に は

「な ぜ 」 すな わ ち 動機付 け が 必要 と さ れ る 。 しか し子

供 の 遊 び の よ うな べ 一
ル イ の 絵 に，い か に

「
手 が 動 い

た か 」 とい う無 意 識 的 な痕 跡 の み を見 出 した レ ーミゾ

フ は ， そ う し た動機付 け か ら 自由な もの と して これ を

評価す る 。

　 レ ーミ ゾ フ が 作 家 た ち の 描 く絵 の な か で も と くに

プーシキ ン を好 む と い う理 由 も ， ま さ に それ が そ う し

た 制約か ら 自由だ か ら に ほ か な ら な い 。「
プーシ キ ン

の 絵 は直 接 的 （Hel
．
【ocpencTBeH 日ocTb ） だ か ら好 きだ。

直 接的 ，
つ ま り わ ざ と ら し く な い こ と （HeHaMe −

peHHOCTb） こ そが，連続 の な か の
一

瞬，制限 され，石

化 し て い く出来事 の な か で の，生 の 輝 き （B36 」eCK

n｛H3HH 　B　OrpaHHgeHHoM 　OKOcTeHe ”OM ⊂06b ］THM） を伝 え

て くれ る もの だか ら」。LT

　
「
書 く」 と

「
描 く」 と は 手 の

「
動 き 」 に よ っ て 通底

して お り，行為す る プ ロ セ ス に お い て ，「
書 く／描 く」

者 の 意識 に よ らな い 何 もの か を あぶ りだ す 。 印刷 は そ

の 行為 の プ ロ セ ス を省略 す る こ と に ほ か な ら な い。
「
書 く／描 く」 とい う身体的営為 に は 本来的 に 創造性

が 備 わ っ て お り， 思考 の 結果の み な らず漸次的展開 を

そ の ま ま う つ し出 す こ とが で き る の で あ る。

　 肖像画 を描 く と き で さ え，レ ー ミ ゾ フ の 注 視 の 対象

は
「
顔 」 で は な く，自 らの 手 の

「
動 き」 で あ る。「『

似

て い る 』 肖像画 を描 く こ とは 私 に は不可能だ。近 視 の

せ い で ，あ りの ま ま描 け た こ と は
一

度 もな い 。私 は動

作 を記憶 し て い る 。私 の 目に は，た だ 動 き だ け が 知覚

され る の で ， それ で 絵 を 描 い て い る ま で だ 」 （ア ル バ
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レ ーミゾ フ の 「文字」 と
「画 」

ム
『
劇場』 よ り）。［s

す な わ ち 「
似 て い る こ と」 と い

う，肖像画 に とっ て の
一

般的 な到 達目標 に ，い か な る

価値 も置 か れ な い 。

　 と こ ろ で
「
書 く／描 く」 と い う 身体 の 動 きが 意識 の

奥底 に ひ そ む 何 もの か の 呼 び 水 とな る，と い う考 え は，

レ ーミ ゾ フ に お い て は そ の 創 作の 中心 テ
ー

マ の ひ と つ ，
「
夢」 と結び つ い て い る 。

レ ーミ ゾフ が 絵 を 「
描 く」

理 由 と は，も と もとが
「
夢 」 を表現 した い とい う欲求

に 端 を発 し て い た 。夢 を文章 で 表 現 す る こ とに 限 界 を

感 じた と き，作家 の 夢 日記 の 頁 に は
「

絵」 が 出現す る

よ うに な る 。

］9 「
夢 」 に 対置 さ れ る の は い ま 自分 が 生

き て い る
「
現実」 で あ るが ，こ れ が 制 限 され た 重 苦 し

くて 不 自由な世界 で あ る とい うレ ーミ ゾフ の 認識 は後

期 の 著作 で 少なか らず繰 り返 され る 。 現実とは 3 次元

的重力 に 抑圧 さ れ た 不 自然 な状 態 で あ り ， そ う した 強

制的な制約か ら人間 を解放 して くれ る もの が 夢 な の で

あ っ た 。

　 か つ て 作家 と し て の 彼 の
「
謎 を解 く鍵 は ど の 作 品 に

あ る か 」 とい うコ ド リャ ン ス カ ヤ の 問 い に 答 え て ，

レ ーミ ゾフ は 『
剪 り取 られ た 眼 で 』 を選 ん だ。こ れ は

幼少 の 回想 を虚実織 り交ぜ て 語 っ た
「
自伝 」 的作 品 で

あ り，作家 は こ の と き，自分 が 通常 とは 異 な る世界 を

見 る こ との で き る
「
剪 り取 られ た眼」 を持 っ て い る と

語 る。作家 の こ の 特別 な眼 こ そ が ，重力等 の 制限 す る

現実か ら，制限 の ない 異世界 を垣間見せ て くれ る の で

あ る 。

dIoncTpHHIeHHble　r』a3a ・｝　e凵」e　o3HaqaeT 　MHP 　KYBblpKOM
，

eBK 』H且oBbl 　 aKcHoMbE 　 Hapyu 【eHb ［，　 H3 　TPex 　M3MepeHHH 　rTep∈xo 艮

K　reTupeM ．　DTH 　r，，la3a 　冂o皿H月．IM 　MeH ｝I　B 　MMp 　cHoBM ．leHM 自，　 a

TaKme 　oTKPbT ・TH　！l〔〕po「y　B　冂工）A3eMHyKo　r．ny6b 　
LlcpHoM

　t3aBH3M

　 　 10MM3HH．

　
「
．
剪 り取 ら れた 眼 」 は ， さか さ まの 世界 とい う こ と も意味

して い ま す。ユ ー
ク リ ッ ドの 公 理 は破壊 され，3 次元 か ら 4

次元 へ 移行す る 世界。こ の 眼が 私 を夢 見の 世 界 に 飛 翔 させ，
そ れ と同時に ，生 が 黒 い 実を結ぶ 地中奥深 くへ と続 く道 を も

示 して くれ た の で す。

　従 っ て こ の 書物 の奇妙 な タ イ トル が 示 す の は ， 肉体

的あ る い は 思想的 に 限られ た 狭 い 視界 な どで は な く，

夢 に 比 さ れ る 自由 な世界 の 知覚 と い う至 極創造的 な可

能性 で あ る 。 そ し て こ う した 現実 の 制約か ら解放 さ れ

た 無 重 力的 な ダ イ ナ ミ ズ ム，「
剪 り取 られ た．」 視線 の

動 き こ そ ，

「
書 く／ 描 く」 と い う 実 際 の 行為 の メ タ

フ ァ
ーに ほ か な ら な い

。

「
生 が 実 を 結ぶ

」 ， 作家 の 意識

の 奥深 くか ら，こ と ば に な る前 の，あ る い は な ら な い

何 も の か を 紙 の 上 に 投射 し よ う とす る 営 み こ そ が，

レ ーミ ゾフ に とっ て の
「

書 く／描 く」 こ と だ か らで あ

る。

3 流動す る テ クス ト

　
「
書 く」 こ と，す な わ ち書 き手 が そ の 身 体 を使 っ て

可視 的な 痕跡 を残 す
「
行為」 は ，

レ ーミ ゾフ に とっ て ，

と き に 文字の
「
形 」 以 上 に 重要 で あ っ た 。 実際的行為

こ そ が
「
物」 と

「
心 」 の 架橋 を成 す とい う観 点 に 基 づ

き，レ ー
ミ ゾ フ は 繰 り返 し 書 く こ と の 重 要性 を以 下 の

よ うに 主張す る。「
毎 日書 か ね ば な ら な い の は鍛錬の

た め だ け で は な い 。こ と ば を扱 う人 間 は 開 きか け の 花

の よ う な も の 。心 （ny ］” a ）が ど ん な 花 や 葉 を 秘 め て

い るか ，本人 は 往 々 に して知 らな い 」。21

　 　 　 　 コ　ピ −
　本来

「
複写」 と い う同 じ 目的 を持 つ に もか か わ らず ，

「
印刷 」 と

「
筆写」 と を 隔て る決定的な 差 と は書 く と

い う
「
行為 」 そ の もの の有無 に ほか な らな い 。筆写 は

修練 の 過 程 を 経 て あ る 段階 へ と昇 華 す る。レ ーミ ゾ フ

に とっ て
「
何 回 も書 く」 こ と や

「
書 き 写 す 」 こ と と

「
創造性」 と は矛盾 せ ず，む し ろ 前者 は 後者 の 大前提

とさ れ る の で あ る。従 っ て そ の ほ と ん ど 偏執的 と もい

え る 「
収集 」

へ の 情熱 も こ の よ う な観点か ら説明 さ れ

る 。

『
書 か れ た ロ シ ア 』 で ，古文書や手紙な ど の 文書

の ほ か ，ペ チ カ の タ イ ル の 銘文 か ら手紙 の 封蠣 の 描写

まで ， あ らゆ る 「
記述 」 が 発見，収集 さ れ ，書 き 付 け

られ る対象 とな っ た の は，そ うした 記述 の 各 々 の な か

に こ そ，不可視 な 「
精神性」 が投影 さ れ て い た か ら で

あ り， そ の よ う な 「
精神性 」 と は た だ （

「
収 集」

「
記

録 」 とい っ た ）実際的行為 を通 して の み 守 られ る の で

あ っ た♂
1

ま た ，
コ ド リ ャ ン ス カ ヤ に 語 っ た 回想 に よ

る と，あ る と きパ リの レ ーミ ゾフ の 部 屋 を訪 れ た ブー

ニ ン は本棚 に詰 ま っ た作家 の手稿の 紙束 に 驚き を禁 じ

えず尋 ね る。「『
自分 の 手稿 を取 っ て あ るの で す か ？』

こ の 質問 に 私 は 心 か らの 驚嘆 と軽 蔑 を聞 き取 っ た の で

す。『
な ん の た め に あ な た は ， あ な た の 手稿 を保管 し

て い る の で す か 』 とい う ， 最後の
一

言 を彼 は 口 に こ そ

し ませ ん で した が ，私 に は は っ き り聞 こ えた の で す 。

そ れ で 代 わ りに 私 は 言 い ま した。『自分 の 古 文 書学的

興味 に 従 っ て，私 は手稿 を捨 て な い の で す 』」♂
3

　実際 に は レ
ー

ミ ゾ フ は，「
手書 き 」 と対 峙 す る もの

と して の
「
印刷」 を完全 に 拒否 して い た と い うわ けで

は な い 。 職業作家 と して ，作品が 印刷 ・出版 さ れ る こ

と こ そが 何 よ りの 望 み で あ っ た 。 しか し，レ ー
ミ ゾ フ

の 抱 え る 印刷 を め ぐ る矛 盾 は こ こ で は措 き，
レ ーミ ゾ

フ に お い て
「
書 く」，「

書 き続 け る」 と い う
「
行為」 こ

そ が，彼 の 求 め た文学 ジ ャ ン ル の 創出 に 深 く関与す る

もの で あ っ た こ とに 関 して 以 下 さ ら に 考 察 を加 え る 。
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小椋 　彩

　 レ ーミ ゾフ に お ける
「
書 く」 行為 とジ ャ ン ル の 問題

を検討す る に あた っ て，ジ ャ ッ ク ・デ リダの 言説が い

くつ か の 示唆 を与 え て くれ る。デ リダ は
「

書 く」 こ と

を主題 と した 著書 の 中 で，西洋哲学 の 伝統 に お け る

「
ロ ゴ ス 中心主義」 に 異議 を唱 え る。音声言語 に 特権

的 な 図式，す な わ ち，な ん らか の
「

意 味 」 が 最 初 に 存

在 し，そ れ が 「
話 され る 言葉」 に 表現 を見出 し， そ の

あ とに
「
書 き言葉」 に 転記 され る ， とい う図式 を称揚

す る こ の
「

ロ ゴ ス 中心 主 義 」 とは，形 而 上 学的観念論

や ，

一
線状性 な ど とい う もの に も換言され る。デ リダ

が 著作 の 章 タ イ トル に 「書 物の 終 焉」 と
「
エ ク リ

チ ュ
ー

ル の 開始 」 とい う二 つ の 事 象 を併 置 した こ と に ，
「
書物 」 と い う概 念的 な 枠組 み の 全 体性 が

「
エ ク リ

チ ュ
ー

ル 」 を き っ か け に 惑 乱 さ れ る可 能性 を読 み 取 る

こ と が で き る 。

　「
書物 の 観念は ， ま さ し く ＜意味 す る も の 〉 の

一
っ

の 全体性　　有限 で あれ 無限 で あれ　　の 観念 で ある 。

〔……〕書物の 観念 は つ ね に 自然 の 全体性 を 指 し 示 し，

文字言語 の 意味 と は 根本的 に 無関係で あ る。そ れ は神

学と ロ ゴ ス 中心主義を擁護 して ，文字言語 の 回路遮断 ，

そ の 警鐘的 活力 に 敵対 し 〔
……

〕差異
一

般 に 敵対す る。

テ クス ト と書物 と を 区別 し て 言 うな ら，今 日 あ ら ゆ る

領域 で 現 れ て い る よ うな 書物 の 破壊 はテ ク ス トの 表面

を 露 呈 させ て い る の だ 」。コ4

　 レ ーミ ゾ フ の テ ク ス トが ，小説 の 因果律 や 時間秩序

を拒否 して ，全体性 に 反対す る 非
一

貫性 ， 非線状性 ，

反 書物性 に 向か っ た こ と は，レ ー
ミ ゾフ に お け る

「
書

く」 と い う実際的行為 の 当 然 の 帰 結 と も い え る。『書

か れた ロ シ ア 』 の
「
寄せ 集 め られ た 断片」 が ， それ ぞ

れ に 出典 の 遡及 を拒 む の は，レ ー
ミ ゾフ が

「

作者」 と

「
作家 」 と

「
書 く人」 と が 同

一
で は な い こ と ，

い ま

「
書 い て い る人」 が た ま た ま 「

作家 」 で あ る に 過 ぎな

い こ と
2s

を鋭 く意識 し て い た か ら に ほ か な ら な い 。

か つ て レ ー
ミ ゾ フ の フ ォ

ー
ク ロ ア改 作 に

「剽 窃 」 との

非難が 持 ち 上 が っ た と き ， そ こ に は
「
文 化 の 継承 」 と

「盗作」 との き わ どい 境界 が 露呈 して い た。し か し芸

術 家 個 人 の 完 全 な オ リジ ナ リテ ィ と は 単 な る 幻想 で し

か あ り え ず ，

「
独創」 と い う非生産的な主張 が た だ芸

術家 の 虚 し い 孤立 しか 生 まない こ と をレ
ー

ミ ゾ フ は 確

信 し て い た 。一
作 品 は

「孤 独 」 を免 れ る の と 引 き換 え

に ， 独創的
「
起源 」 の 主 張 を放棄 し な け れ ば な らな い 。

ス カー
ス カ や 伝説や 古典作品ばか りか ，自分の 日記や

先行作晶か ら切 り貼 りす る よ うに
「
書 き写 し」 を繰 り

返 し，増殖 し て い くレ ー
ミ ゾ フ の テ ク ス トは ， 自 己 言

及 の 網 の 目に 覆い つ くさ れ よ う と す る の で あ る が ，そ

の
「
自己」 言及 さ え も，そ れ ぞ れ が 「 ど こ か J か らの

引用 で あ り ，
こ う し た 連 な りに は き り が な い 。発見 さ

れ た 紙切 れ に，す で に物語 は書 い て あ る の で ある 。

　 テ ク ス トの こ う した 反 書物的，反 形而上 学的性質 と

は ，

「

物質志向」 と 同義 で ある 。レ ー
ミ ゾ フ の テ ク ス

トで 挿話 を
「
組 み替 え る」 よ うに して 生 じ る 時間的秩

序の 破壊 は ，そ の 空間的秩序 も同様 に して 容易 に 破壊

さ れ る こ と を も意味 して い る。なぜ な ら ば レ ー
ミ ゾフ

に お い て テ ク ス ト とは ， な ん らか の 概念で は な く， 行

為 の 結果生 じ た
「
物質」 と して ，そ こ に

「あ る」 の だ

か ら。こ うし て レ ー
ミ ゾ フ が 理 論化 し 自 ら実 践 し て み

せ たテ ク ス トは，果 て し な い
「
引用 の 織物酒 の よ う

に して 立 ち 現れ る 。そ れ は
「
作者 」 の 設 け た便 宜 的 な

時間秩序 に 沿 っ て 展開 さ れ る
「小 説」 の 形 を取 りえ な

い ど こ ろか ，い か な る 既存 の ジ ャ ン ル の 枠 に も回収 さ

れ な い 。

　断片 ご と に 組 み 換 え られ る ， 可 塑 的 ， 流 動 的 な テ ク

ス トは ， 私た ち に レ ーミ ゾフ の ご く初期 か らの 文学手

法 で あ る
「反復」 と， そ の 発展形 で ある

「
回 帰モ チー

フ 」 （『
十字架 の 姉 妹 』） を想起 さ せ る。モ チ ーフ の 反

復 に よ っ て 単語 に イ メージ の
「負荷」 を負わ せ

「
印象

の 連鎖 」 を作 り出 して い く こ の 手法 は ， 読者 に
「
イ

メ
ージ の 喚起 」 と い う 形 で の 参 与 を促 す。す な わ ち

レ ーミゾフ の 既存 の ジ ャ ン ル の 破 壊 は ，
こ う した 単 語

レ ベ ル の 流動的作用 を，よ り大 き な断片 レ ベ ル に まで

拡 大 し再現 して み せ る こ とで 進 行 す る の で あ る。

　『
写字生 』 の 物語 は ， 第五 話 ， 戯 曲

『
ソ ロ モ ン とキ

トヴ ラ ス 』 の 上 演 シ ーン で 終 わ る。テ ク ス トで は戯曲

は
「
私 」 と伝説的義賊 ヴ ァ

ーニ カ ・カ イ ン の
「
共作 」

と設定 さ れ て い る の で ある が，亡命後 の レ ー
ミ ゾ フ 自

身 が 実際 に 好 ん で 改作 を重 ね た もの も，こ の
「
ソ ロ モ

ン とキ トヴ ラ ス 」 に 関 す る伝説 な の で あっ た。「
書 く

人 」 で あ る レ ーミ ゾフ と
「
書 か れ る人 」 で あ る 主人

公 ／写字生 の
「
私」 が幾度 も

「
書 く／書か れ る 」 役割

を 交替 しな が ら重 な り合 うと い う，こ の 不思議 な 邂逅

に よ っ て ，レ ーミ ゾ フ の テ ク ス ト は 眩惑的 な 「 らせ

ん 」 の イメ
ージへ と限 りな く近 づ い て い く。 デ リダが

プ ル
ー

ス ト に 指摘 し た よ う に，作者 と主 人 公 の
「

最

後 」 の 出会 い は ， そ れ が 「
始 ま り」 で も あ る の で あ

る評

4　 おわ りに

　べ 一ル イ や プー
シ キ ン ら 「

作家 の 」 絵の 奔放 さ を評

価 し た レ ーミ ゾフ は，自 ら も
「
職 業 画 家」 を決 し て 名

乗 ら ず，そ の 画業 の 素人 性 を強調 し続 け た。レ ー
ミ ゾ

フ の 言 う よ うに
「
作 家 は み ん な絵を描 く」 とす れ ば，
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レ
ーミ ゾフ の

「
文 字 」 と

「
画 1

画 家 と して の ロ ラ ン ・バ ル トが 「
ア マ チ ュ ア」 に 拘泥

した こ と も偶 然 で は な い 。「デ ッ サ ン や 絵 画の 実践 と

作家に つ い て の ア ン ケート」 に 答 えて バ ル トは，「
ア

マ チ ュ ア 画 家」 で あ る動機 を以下 の よ うに 説明す る。
「
ま ず ， 画 家 に し て 作家，と い う完全 な 芸術家 で あ り

た い とい う夢 が あ る よ うだ。〔
……

〕 そ れ か ら わ た し

の 身体の 運 動 を広 げた い ，「
手 を 変 え」 た い （使 うの

は い つ も右手 だ と して も〉 と い う欲求 もあ る の だ ろ う。

〔……〕さ ら に は ， 直接的 に は言語 の わ なに 陥 らず，

い か な る文 に も不 可 避 の 責任 に か か わ らな くと も よい

何 か を創 り出 し う る ， とい う安 堵感 （や す ら ぎ） もあ

る の だ ろ う 。 よ う す る に ，
エ ク リチ ュ

ール が わた し に

認 め て くれ な い 無邪気さの よ う な もの で あ る 」。
2S

　 バ ル ト とレ ーミゾ フ の 画 業 に お け る
「
ア マ チ ュ ア 志

向」 が 響 き 交 わ す の は ， 両者 が 「
絵 」 や 「

画」 に ，
「
手 の運動」 を 介 し て 文 字 と繋 が りな が ら も，言語表

現 の 制 約か らは 逃 れ て い る ， 遊 戯 の よ う な 自由 を見出

す か らで あ る 。
カ リ グ ラ フ ィ

ーや ア ラ ビ ア の 文字 は

「
夢見」 の よ うに 心 で 捉 え る もの で あ り，

「意 味 」 に 縛

ら れ な い ゆ え に 愛 さ れ る。レ ーミ ゾ フ が ， 自分 の ペ ン

の 下 か ら 生 じ る 線，余白 に あ らわ れ る模様を見 つ め て

い る と き，そ こ に は 同定 され た
「
意味 J や

「

内容」 と

い う桎梏 か らの 自由が あ り，同 じ もの を レ ーミ ゾフ は

中世 の 写字生 と写 本に 見 た の で あ っ た 。 そ こ で こ とば

は
「
意味 」 の 制約 を解 か れ て ， 紙上 に はた だ書 く者 の

手 の 動 き と そ の 結 果 と して の
「

文 字 」 や
「

画 」 の み が

残 る。レ ーミ ゾ フ の テ ク ス トに お け る文 字と画 との 自

由 な交通 と は，文字 と して の こ と ばの，あ ら ゆ る制約

か ら の 解放 な の で あ る。

　 こ う し て ，「
書 く／描 く」 こ と は，祖国 や 母語 と 引

き離 さ れ て 生 涯 を 終えよ う と して い る作家 に とっ て，

拘束か ら解放 さ れ る 唯
一

の 手段 と な る。レ
ー

ミ ゾフ は

実 人 生 を創作す る か の よ うに 自伝 の な か に 虚構 を 織 り

交 ぜ て み せ るが，そ れ は まず作家 の 生 に 即 した，実際

的な 要求 で あ っ た 。亡 命後，個人的 回想 や 歴史的事実

や 民 族 の 伝説や 虚 構 をす べ て 巻 き込 み，書 き つ け，複

雑化 して い く構成 と は，「
現実 は 芸術 に よ っ て つ くら

れ る 」
2“

とす る 作家 の 切 実 さ の 現 れ で ある 。

　 しか しそ れ で は，書 く こ とに よ っ て 果 た し て レ ー
ミ

ゾ フ は解放 や 安寧 を得た だ ろ うか。デ リダが 「
現前性

の 場 か らは み 出す 他 な る もの が も う ひ とつ の 別 の 独特

な エ ク リ チ ュ
ー

ル を 沈黙 の う ち に 記 し つ つ ，再 自己 固

有化 の 働 き に 亀裂 を生 じ さ せ て い る と示唆す る ゴ
゜

よ

う に ，
レ ーミゾ フ も また ，

「こ と ば 」 に 表現 さ れ る 以

外 の 何 か を全方位的 に 眺 め よ うと して こ う言 う。「
剪

り 取 られ た 眼 に は 隙 間 は な い （．q．nfi　 Ilo皿CTP 脳 eHIIbIx

HeT 　 nycToTb ［）」el

］
結局，書 い て も書 い て もは み 出 し て

し ま う何 か を，レ ー
ミ ゾ フ は 無視す る こ と は で き な い

の で あ る 。

「
始 ま り」 も

「
終 わ り」 も分 か らない

「
ら

せ ん」 の テ ク ス ト は ，ある と き 奈落 へ 降 りる 階段 に も

近似す る 。

　 レ ーミゾ フ は現実世界の
「3 次元的限界」 を破壊 す

る もの と し て，「
気 ま ぐれ な デ ミ ウ ル ゴ ス 」 た る

「
蜘

蛛」 の
「
巣掛 け」 を，人間 に は 到達不能 なあ る世界 の

構築 に 比 す る 。

3コ
従 っ て 先 の 引用箇所 に も見 た よ うに

レ ーミゾフ の 文字と画の 連続 が し ば し ば 「
蜘蛛 の 巣」

の 形 を と る こ と も偶然 で は な く，そ の 形状 と は 彼の テ

ク ス トにお け る有機的な 相互 連関性 の 視覚化 で あ る。
「

私の 目が 見 え て い た ら，本 の 構成 を あ な た に 描 い て

あ げ る の に 」

33
と語 っ た 作家 の ，「

こ と ば 」 を
「
視覚 」

で 捉 え る感覚 は ， こ うして 創造 に 直接的 に 反映 して い

る。レ ー
ミ ゾフ に とっ て

「
書 か れ た ／描 か れ た 」 も の

こ そ
「

現実」 よ りも信奉す る に 値す る 。 こ の 急進性 の

前 に は ， ジ ャ ン ル の 境界 な ど な ん ら意味 を成 さ な い の

で あ る。

　　　　　　　　（お ぐ ら　ひ か る ， 東京大学非常勤）

2

3

4E

6

了

注

pl，ccKHM 　Sep．IHH ： 冂 o　MaTepHa ，laM 　 apxMBa 　b ．　M ．　HHKo．naeBcKoro 　B

FyBepoBcKoM　HHcTHTYI ・e ／冂otl　petl．　JI．Φ．ile亘田 MaHa ，　P ，　Xb ゆ 3　M

O．PaeBcKo角・XbK）3．　Hap 燃 ： YMCA −Press、1983．　C ，21，
LUK・zo6c κ ua 　 B．　 CellTHMeHTa儿 Hoe 冂yTe山 ecTBHe ．　 M ，： HoBocTM，
1990．C ，295．

P8M α306 　A ．冂 o，lcTpHHellHbTMH 　FMa3aMM ／／（二〇6．　COH．　T．8．　M ，：
PyccK’ag　KH”ra，2002．　C．400．以下 「剪 り取 られた眼 で』 か

ら の 引用 は こ の テ ク ス トに 拠 り，（ ） 内 に ア ラ ビア 数 字

で 巻 数 と頁 を付 す。な お ，引 用 の イ タ リ ッ ク強 調 は す べ

て 原 文 に 従 い ，対 応す る邦 訳部分 に傍 点 を施 す。
KoOpn κ c κ aπ H ，　A 」 eKce 前 PeMH30B．　Hap レ1H｛，1959．　C，109．
PeMattOθ　A．［［HCbMO 　H 　pe八aKIZHEO　〆／　Co6．　Coq．　T ．2．200 〔〕．　C，
608，

06am κ uHa 　E ．　TBopHe⊂TBu 　IlaMHTM 　ff　PeMH3DB，（：06．　COH．　T ．7．
2002．C．477，
『
な りや まな い タ ン バ リン 』 は

『外套』 や
『
分 身 』 の パ ロ

デ ィ と し て ，従 来，ほ ぼ 慣 習 的 に
「

小 官吏 」 の 系譜 に 括

ら れ て き た 。 し か し主 人 公 ス ト ラ チ ラ ート フ の 描写 に は

「書記 」 の 姿の み な らず ， 中世 か ら同時代 に至 る様 々 な ロ

シ ア 的形象 が 意識 さ れ て お り，そ の な か に は オ ネ
ーギ ン

や プーシ キ ン も 含 ま れ る。ス ト ラ チ ラ ー
トフ が 書 記 ア

カーキ イ ・ア カーキ エ ヴ ィ チ で あ る と 同時 に プーシ キ ン

で も あ る こ と を 理 解 す る 者 に とっ て，彼 が 書 き続 け る

「

文字 1 の 重層性 は 明 らか な もの と なる。テ ク ス トは 個 人

的 で 完結 した 物語 で は な く記憶 を 流 動 的 に 再生 す る 装 置

で ある 。「な りや ま な い タ ン バ リ ン ．1 と は レ
ーミ ゾ フ が 先

達 や 読 者 とそ う した 記憶 を共 有す る 試 み に ほ か な らな い 。
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小 椋　彩

　 詳 し くは拙稿を 参照 さ れ た い
。

「
レ
ーミ ゾフ 『な りや ま な

　 い タ ン バ リ ン
』 研究

一
共有 され る 記憶 に つ い て の 物語 」，

　 「SLAVISTIKA 」 XV 〔1999〕： 96−111．
H

　 こ の テ ク ス トか らの 引 用 は 以下 に よ り，頁数 を引 用 に 付

　 し た （ ） 内 の ア ラ ビ ア 数 字 で 示 す。Pe ” u306 　 A ．

　 H・IHTIIyu ／HA 　AeMOH ．　TaHell　M　c．EOBO．冂 aPHM（：丹〔，M　KHHI
・
n，　1949．

t）
　 た と え ば 主人 公の 同僚 で，「

孔雀の羽 ペ ン」 を 使 っ て 筆 写

　 す る写字生 リ ャ ザ ノ フ ス キ イ　（M ．A ．　 P513amB⊂K 曲 ．1869−

　 1927？） は古 文書学
・文献 学者。彼 をモ デ ル と した 形 象 は

　 『
な りや まない タ ン バ リ ン 』 や 「第五 の 悪』，『書か れ た ロ

　 シ ア』 に も登 場 する 。
1／／

た と え ば，「
当時 の 印象，出会 い ，推測 し た こ とな ど詳 細

　 に 書 き と め た の だ が，私の 手稿の 行方 に つ い て は 何 ひ と

　 つ 分 か ら な い 。 た だ 分 か っ て い る の は ， 戦 争 の と き，私

　 の 別 の 所持品 と と も に 500 マ ル ク で ケ ーニ ヒ ス ベ ル グ の

　 競売で 売られ た とい うこ とだ け 」 （96）。
11

　P ＆ nu30G 　A ．　PHcyHKH　 TTHcaTe。le臼 ／〆BcTpe【IM．「τcTcp6ypi
’
cKn”

　 6yepaK．　Paris：Lev，1981，C ，222．
11 「

書 く nMcaTb 」 の 語源 は，こ の 動作が も と も と
「描 く」 と

　 同 等 の 行 為 を 表 し て い た こ と を示 唆 す る。1・neCTPL ．IU・t

　 （「斑 の ， 多色の 」） と同 じ語根 を持 つ ｛・nMcaTb ・／の 元来 の 意

　 味 は 「刻 み 込 ん で ，あ る い は色彩 の 助 け を 借 り て，何 か

　 を表 現す る こ と」，「

色々 な色 に 塗 る こ と，色 と り ど りに

　 す る こ と，斑 に す る こ と 」 で あ っ た。MCTepHKo −

　 sTm ｛o．fferHye⊂KHM 　cmoBapb 　coBPeMeHHoro 　pyccKoro　》13b 【Ka 　〆

　 C ［lpaHo只Hoe 　 H3n．　 LlePHbTxa ．．M．：PyccK厩筒　F：3blK，　1999．
11f コ

eMU30e ．　A 　PHcyHK 凹 HcaTe 。le函．　C．222−223．
14

レ
ー

ミ ゾフ は 1910年 に ク リビーン 主催 の
「
三 角形 」 展 に

　 カ リグラ フ ィ
ーや絵 画 を出品。「

絵 を描 く こ と は条件 付 の

　 記号 を画 家の 頭脳 か ら絵 の 中 へ と無 意 識 的 に投 影 す る こ

　 と」 で あ る と主 張 した ク リビ ー
ン は，無 意識 に根 差 し た

　 想 像 力 の 解放 を 凵指 した。ニ コ ラ イ
・ク リ ビーン

「

生 の

　 基盤 と して の 自由芸 術 一 調和 と不 調和 （生，死，そ の

　 他 に つ い て ） （抄訳 ）」 ボ ウ ル ト編著
／「

ロ シ ア ・ア ヴ ァ ン

　 ギャ ル ド芸 術』 川 端香 男里 ，望 月哲男，西 中村浩訳 ， 岩

　 波書店，1988，44 を参 照。
1s
　 1920年代 の ベ ル リ ン の 日常 を 描 い た も の を 指 す。こ れ を

　 評 し て レ
ー

ミ ゾ フ が 書 き留 め た 195e 年代 の メ モ を コ ド

　 リ ャ ン ス カ ヤ が 引用 し た。
Ifi
　KoOpffκ c κ afl ．ノt，　A 轟 CKcc 自PeMH30B．　C．122．

11
　　Pe’lfa ・306 ，　H ．　PHCvHKM　冂回caTe 諏e前．　C．226 ．

Iti

以下 に 英訳 さ れ た テ ク ス トを 邦訳 ， 引用 した。匸mages ．　 or

　 Ateksei　 Remizov ．　Druwings 　 and 　Handwritten 　 and

　 Illustraled　Albums 　 from 　 the 　 Thomas 　 P．　 Whitney

　 Collection，　 Amherst 、　 t985．　P．　 Bl ．
［9KoOPNnc

κall．　H ．　AneKceH　PeMH30B．　C．111，
z／1
　TaM 氷 e．　C．9ア．
ユ匚

遺 稿 の メモ よ り。TaM　He ．　C．131．
ユコ

拙稿
「『書 か れ た ロ シ ア 』，ある い は レ

ーミゾ フ の 記憶 に

　 つ い て 」，『
ロ シ ア 語 ロ シ ア文 学研究 』 33 （2001）： 41−48．

1コ ffoOPffHCκ aff，　H ．　A 」 eKc 舶 Pe ”IH30B ．　C ．　l　l8．レ ーミ ゾフ に よ

　 る 印刷批 判や 書 物 の 物 質性 へ の 着 目 は，ロ
ー

ザ ノ ブ の そ

　 れ と共 鳴 し て い る。「
〔
……

〕私 は 手紙 や ノ ー
ト （子 供 の

　 もの さ え） や，手 稿 を破 く こ と に迷信 的な 恐 怖を抱 く」。

　 Po3aHoe　B ．　ye 』回 HeHHoe 　f！OfiaBu［Mc 　JHcTbH ．　M ．； CoBpeMeHH 回K，

　 1992．C．22−23．レ ーミ ゾ フ は ロ
ーザ ノ ブ の 死後，私的書簡

　 を，「彼 の 思 い 出 の ため に 」．故人 の 文 体 を
「
様式化」 し

　 つ つ 注釈付 きで 公刊 し た。PeMU30e ．　A ．　 KyKxa ．　 Po3aHOBb［

　 nHCbMa 　／／　Co6．　Coy．　T．　7．　C．33−132．
1a

IF

z6

21

IH

；9

］o

tt1

］133

ジ ャ ッ ク ・デ リダ 『
根 源 の 彼 方 に　 グラ マ トロ ジー

に つ

い て （上 ）』 足立 和 浩 訳 ，現代 思潮 社，1976，44．し か し

こ れ は
「書物 の 死 」 と

「

書字 の 誕生 」 を意 味 す る の で は

まっ た くな く，「

書字 か ら出発 して は じ めて，な ん ら か の

ア ル ケー，〔……〕，な ん らか の根源 の 探求 が 問題 の 渦 中

に 投 じ られ る」 とデ リダ は述べ る 。 デ リダ 『ポ ジ シ オ ン 』

高 橋允 昭 訳 ，青土社，2000，25．
こ の 点 に関 し以下 を参照。ロ ラ ン ・バ ル ト

「

書 くは 自動

詞 か ？」，『言 語 の ざわ め き』 花 輪 光 訳，み す ず 書 房，
2000 （新装 第 1刷 ），19−35．
「
テ ク ス トと は多次元 の 空間で あ っ て，そ こで は さ ま ざ ま

な エ ク リチュール が，結 び つ き，異 議 を唱 え あ い ，そ の

ど れ もが 起 源 と な る こ と は な い
。 テ ク ス ト と は 〔

……
〕

引用 の織物 で あ る 」。ロ ラ ン ・バ ル ト
「作者 の 死 」，『物 語

の構 造分 析」 花 輪光 訳，み す ず 書房，1999 （第 18刷 ），
85−86．
デ リダ 「

エ ク リチ ュ
ー

ル と差異 （上 ）』 若桑毅 ほ か 訳 ， 法

政大学 出版局 ， 1990 （第 9刷），
41．

バ ル ト
「ゼ ロ 度 の 彩色 」，『新 た な 生 の ほ うへ （ロ ラ ン ・

バ ル ト著作 集 10）』 石 川美子 訳，み すず 書房，2003，12−

13．

遺稿 の メ モ よ り。ffσOpgHCffaH．　 H ．顛 eKce 葭 PeMH30B．　 C，

134．

高橋允 昭
「
訳者あ とが き」， デ リダ 『ポジシ オ ン 」 所 収，

249．
fぐoOpnuc κ a 刄 ．　H ．　A，ieKceM 　PeMM30B．　C ，97

Pe ” ftt．’ioe ．　A ．　BliJxoH（y　o．IHH　F　I［a 八〇pory　f／BcTpeHH．　C ．107．

KoOpn κcκan ．　H ．　AJieKceM　PeMM3。B．　C，97．
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XHKapy  OFYPA

<{6yKBbl)>  H  <<pHcyHKH>>  B  TBopqecTBe  A. M.  PeMH3oBa

     O  nMcaTeJbcKoth  KoHllenllMM  <<"McaHMfl}>  li <<pMcoBaHHfl>>

   B HacTo"-en  cTaThe  Mbl  co6MpaeMcfi  o6'bficHMTb  3}{ageHHe  {,nMcaHH}]>)  M {(pMcoBaHM",}  kc"  A, iV'1. PeMH3oBa  B

OTHO-eHMM  K NKaHPY.  PeMH30BCKOe []OT]HTMe  {{nHCaHH")}  HePa3PbTBHO  CB"3aHO  C nP06.7eMOil HaHPa,

   B TBopHec'pBe  PeMH3oBa  olleHb  uacTo  BcTpeyaroTc"  o6pa3bl  {tlTHcua,>  HJH  {tnHu]yuLeT'o  yemOBeKa".  A Ha  caMoM  Aevle,
{<nHLUYllLMta  

LIe.IOBeK}}
 BOnAOUIa.,IC}]  CaMMM  PeMH30BbtM, Ellle B CaMOM  HaHa.7e CBOerO  .IHTePaTYPHO]･O IIYTH  PeMH30B

nocTaBHm  nepe,,L  co6o"  3anaHy  peKoHcTpyKuMH HaponHoFo  MMct}a n>,TeM ananTauHM  cKa3KM,  .oeFeHflbl, anoKpHd)a  B  xy,TomecT-

BeHHoe  M3o6pa}KeHMe  ceBpeMeFmoM  }KH3HH.  A noc.qe  gMMrpallHH  nMcaTe.lh ,qo6aB.qH"  e-e  cBoK)  co6cTBe[T}[ylo  }KH3Hb  B

KaHeCTBe  HOBOPO  MaTePMaMa  flnn TBeP[IeCTBa.  OH HeYCTaHHO  BKMIOLTaJ enHH  M Te  lke  daPal'MeHTbl B  Pa3Hb]e nPOM3Beflel[MH,
H STO  {{fiePenMCb]BaHHe,}  SIBHJOCb  JMTePaTYPHblMH  [TOBaTOPCTBOM,  nO･]'OMY  HTO  MMeHHO  YTOT  aKT  HaPYLUaM  3aKOHb]  N{aHPa.

KaK  H npcBHMe  ptthcbb], e['o []poM3BeneHHfl  Rocne  i920-Fo rona  xapaKTepM3yloTcfl  c.loH{Ho" KoM6MHaTopHocTbD  F]

nOBTOP"eMOCTbva.  "ePe"HCblBafi HaPHal[TbT,  CaM  PeMH30B  llPeJICTaB""JI  COBPeMeHHOI･O  {tl]HCUa}}  Ue.IOPO MMtha.

   <<FEHceu  
-

 BopoHbe  nepo,}  (H3Jt, B 1949} slBn"eTc"  oAHHM  H3 IlpoM3BcfleHHin, ocHoBHoM  MoTHB  KoTopb]x  -  {,IIHceu}}  M

nOKa3bTBaeT  HaM  He  TOJbKO  HOHfiTHe  O  "HCaHMH,  a TaKM{e  PeMH30BCKOe  OTT{OLUeHHe  K  {<neUaTaHHIO,}.  PeMH30B  HeT･aTHBHO

OTHOCMJCH  K  neHaTaHMro,  TaK  KaK  eH  CMUTPefi  Ha  neUaTaHHe  KaK  Ha  CPeJICTBO  ,,:M[IIe[TIIOe JIYXOBHOCTH,  a  ,IOeTHFH>,Tb  STOit

nyxoBHocTH  Mu}KHo  .IH-b B  npo[lecce  Bo"<neHMH  cBoeta pyKH I]o 6>,MaFe.

   n.l" PeMM30Ba  at[nCaTb"  H <tPHCOBaTh,},  KaK  C}H3MLTeCKOe 3aHnTHe  MdiM  fleMCTBMe, HMenT  OJIHO H TO  XKC KaUeCTBO,

"MCaTe,,lb BCeFna  Ce3HaBa.l,  HTO  gePTh],  COCTaBn"ro-He  6YKBb], COeltHIIHroTC"  C  gePTaMM  PHCYFIKa HePe3  nBH}KeHMA  CaNIHX

pyK ue.qoBeKa.  PeMM3oB  OlleHMBaeT  JIalke npo]lecc  nHcaHM"  6}iKB KaK  Ba>KHblM  npenMeT  Ha6,flniteHM}l,  KaK  M caM>, daopNly
6YKB. A  IIeHaTaHMe  nOJHOCThK)  .ffHLI]e[IO TaKOth  nOCJenOBaTeMbHOCTM  flBHMIeHHth,

   LIPOUeCC f]HCaHMSI  eV/le 03HaUaeT  CMOTPeTb  "I]OJICTPM}KeHHb[MH  1･,Aa3aMM,},  TU  eCTb  B.laneTh  a6CO,MOTHO  MHblM  nOneM

3PeHMH.  PeMH30B CHHTaeT  t`Pea.qbHOCTb,)  OFPaHHUeHHblM,  HeCB060flHb]M  MHPOM,  HaXOflSIlltHMC" nOJL JIaB,leHHeM TPeXMCPHO-

CTM.

   I'IHcaTeJtb B  TegeHHe  Bce"  mH3HM  nMca.l  1 pMcoBa.l n.nfi Tero,  gTo6b]  BbTMTH  3a  FpaHHuhl  o['pafTHyeHHoM  pea,nbHoc'1'H, Ofl
6bl.[ YBePeH, HTO  HCKYCCTBO  C03flaeT  Pea.IbHOCTb H He CYllLeCTBYeT  06PaTHOFC) B03netaCTHMSI.  C.IOll(Hb]e KOHCTPYKIIMH,

BwnK}Ha"  pa3Hoo6pa3Hb]e onHcaHMH  N<H3HH, cHoB,  .IeFeHn H  T.  n, oTpaNxaloT,  c onHoil  cTopoHbt,  tnTpe6HecTM  cTaporo

ntiCaTeJSI,  KOTOPbTta  HaXOflM.qC"  B  ,lenCTBMTeJbHO OFPaHH-eHHOM  IIO.IOMIeHHH,  OTOPBaHHblta  eT  POAHHb] H POJIHOI･O "3hlKa. A
c flpyr'ota cTopoHb],  Hcpe3  6ecKoHe-Hoe [mcaHHe  / pHcoBaHMe oH  c'['peMHulc}[  K  HoBop"-,TonMH  TeKcTa,  rne c.IoBo ocBo6omneH-

IIO M3  3aK.lwaHeHMfi (,Mh]CJIH>)  M  {{3HaHeHH"}}.
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