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　　　　　　E．ザ ミ ャ
ー チ ン

ー 『わ れ ら』 と ロ シ ア ・ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドー

西 　中　村 浩

　 ザ ミ ャ
ー

チ ン の 散文は 詩に お ける未来主義や ア ク メ イ ズ ム と ともに 象徴主義

を 厂克服」 した 新 しい 文学 と考 え られ る 。
こ の 二 つ の 詩 の 領域で の 革新に 対す

るザ ミ ャ
ー

チ ン 自身 の 評価 は 非常に 異 な っ て お り， 象徴主 義を 「克服」す る過

程 に お け る ア ク メ イ x トの 詩人た ち の 作品を彼 自身の 作品 と共通 の 特徴 を持 っ

た 「ネ オ リ ア リズ ム 」 の 作品 と位置づ け ， そ の 伝 統や西 欧 との 繋 が り， 作品の

構成に 対す る理 性的な態度 な どに 自分 と近い 立場を見て い る
。 そ の

一 方 で ， 未

来主義者た ちに 対 して は ， 彼 らが革命後 ， 文学 ・ 芸術上 の 特権的な地 位を要求

して い る こ とを批 判 してい る だ け で は な く， そ の 言語上 の 実験 に つ い て もそ れ

が個 々 の 単語や音だ けに 関 り， 言 葉の 意昧や 論理 的な繋が り （思考 ）を無視 し

た 「積分 な しの 微分」で ある と して い る 評

　 しか し ， そ れ に もか か わ らず ， 「生活 自体 が 今 日， 平板に リア ル で あ る こ と

をやめ た 。 そ れ は 以 前の 動か な い 座標で は な く， ア イ ン シ ュ タ イ ン の ， ダイ ナ

ミ ッ ク な座標 へ 投影 され る 。
こ の 新 しい 投影 に お い て 見慣れ た 公式や事物は 転

位 され た （CABHHyTblR ）， 幻想的な ， な じみ の ある よ うなない よ うな もの とな

る」 （L．209）1：2〕 と書い て ， 文学形 式の 変革を提唱 し ， 文学作品 の な か に幻 想的

な要素を導入 す る こ と （「現実 と幻想の ア マ ル ガ ム 」）に よ っ て 日常生活の 均衡

や 論理を 破壊 （異化） し よ うとす る 。
こ の 意識は 未来主 義者に 非常に 近い もの

で あ り， 当時の 多 くの ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 芸術家に 共 通す る意識で ある 。 そ し

て ， 『わ れ ら』 の 文体や そ こ で 展開 され る 個 々 の 思 想 に は ， ドス トX フ ス キ イ

な どの 過去の 作家 ・ 思想家 との 繋が りがあ るだ けで は な く，
ル イ ス と ウ ェ

ーバ

ー
，

ヘ レ ル が指摘 して い る よ うに ，

〔3｝作家 と同時代の ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 芸術

家や プ P レ タ リア 文学者 な どの 言葉の 反響が 無数に 見 られ るの で ある 。

　こ うした こ とか ら考え る と ， ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 全体像の 把握は まだ始 ま っ

た ばか りで あ り ， 文学 に お い て も 「モ ダ ニ ズ ム 」 や 「ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド」 とい

う文学史上 の 概念 もあま り明確で は ない とは い え ，C4｝ザ ミ ャ
ーチ ン の 作品を プ

ロ レ タ リ ア 文学 や未来主 義の 詩人 ・ 理 論家だけ で は な く， 造形美術を 含め た ロ
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シ ア ・ ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド運動全体の なか で研究す る こ とに よ っ て そ の 文学の 特

徴が は っ き りす る は ず で ある 。 そ こ で ，
こ こ で は 文学以 外の 芸術 との 関連に つ

い て の 従来の 研究 を踏 ま えた うえ で ， 特に 詩を中心 に した未来主義者 と比較す

る こ と に よ っ て ザ ミ ャ
ー

チ ン の 散文作家 と して の 特微を考え て み た い
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

　画家 ユ ー
リイ ・ ア ン ネ ン コ フ の 回想に よ る と ， ア ソ ネ ン コ フ が 「科学は 生活

を認識 し， 開 き， 組織す る こ とに よ っ て 生活 を 単純 に す る 。 無秩序 な もの
， 混

乱 した ， 無政府的な ， だ らしない もの
， 分裂 と崩壊 は 人間を苛立た せ る 。 規範

か らの 逸脱 を人 間は 狂 気 と名づ け て い る 。 訓練 され た 論理 的 な思考 を 『す ぽ ら

しい 』 知性 と呼 ん で い る の だ」 と霞 っ た の に 対 し ， ザ ミ ャ
ーチ ン は 「『われ ら』

の 短 い
， 滑稽 な要約一1で ある手紙 で ア ン ネ ン コ フ の 考えを皮 肉 っ て い る 。

〔引

　 ア ン ネ ン コ フ の よ うな考えは ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 芸術家に 共通す る もの で あ

っ た こ とは ， た とえ ば ， 『レ フ 』 の 創刊号 に トレ チ ャ コ フ が 「こ の 新 しい タ イ

プ の 人 間 の 基 本 的 な憎 しみ は ， あ らゆる組織 され な い もの
， 沈滞 した もの

， 自

然発生的 な もの
， 移動 し な い もの

， 田 舎 の 人 間の よ うに 頑丈 な尻を した もの に

対 す る憎 しみ で ある 。 自然を風景画家 ， 旅行者 ， 汎神論老の 愛 で愛す る こ とは

彼に は 難 しい
。 繁茂 した 森，耕 され て い ない 荒野 ， 利用 され ない 滝 ， 命ぜ られ

な い とぎに 降 る雨 と雪 ， 雪崩 ， 洞窟 ， 山 々 は い まわ しい 。 人間 の 組織的な手 の

跡の ある もの が美 しい 」t6） と 書い て い る こ とで わか る
。

　 こ の 考えは また プ ロ レ タ リア 文学者に も共通 の もの で ある 。
プ 卩 レ ト ク リ 1・，

「鍛 冶場」 の 指導的 な詩人で あ っ た ガ
ー ス テ フ は 「身振 り， 労働 ・ 生産 の 方法

の 機械化 だ け で は な く， 極端 な客観主 義 と結び つ い た 日常生 活 の 思 考 の 機械化

が プ ロ レ タ リア
ー

トの 心 理 を驚 くほ ど正常に する 。 （中略） こ れ以後 ， こ の 傾

向は 個人的な思考 を不 可能に す る 。 （中略 ）こ う し た 集団主 義を機械化 され た

集団主義 と名づ け る こ とが で きる」 と 書い て い るか らで ある 。

C7｝

　 こ う した 新 しい 科 学 や テ ク ノ ロ ジ ー の 可能 性を新 しい 社会や 人間の 創造 ， 芸

術 の 変革 と結び つ け て 考え る ユ ー トピ ア 的 な思考 は 革命後の
一

般的な精神状況

で あ っ た こ とがわ か る が ，
こ うした 考 え の 反響が 『わ れ ら』 の なか に 見 出 され

る の で あ る 。

　 「それ に ひ きか え ， 空 は ！　 青 く， 雲が 少 しも損な っ て い な い
。 （古代人 の

　詩人た ち に こ の 無意味な ， 乱雑な ， 愚か に ぶ つ り合 う蒸気の 塊が 霊感を与 え

　た とす れ ば ， 彼 らの 趣昧は 何 と野 蛮だ っ た こ とか ）」 （M ．7）
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　 「時間律表は わ れ らの
一

人
一

人 を 現実に 偉大 な叙事詩 の 鋼鉄 の 六 輪 の 英雄 に

　変 え る 。 毎朝 ， 六 輪 の 正確 さ で ， 同 じ時間 ， 同 じ分に ， われ ら何百 万人 は一

　人 の ご と く起 きる」 （M ．14）

　 「私 の 頭脳は ク P ノ メ ー タ ーで 調整 された ， 輝 く，
ごみ

一
つ ない メ カ ニ ズ ム

　 で あ っ た 」 （M ．31）

　と こ ろ が ， 当然 の こ とだ が ， こ れ は 『わ れ ら』 の 主人公の 言 葉で あ っ て ，
ザ

ミ ャ
ーチ ン の 言葉 で は な い

。 後 で 述べ る よ うに ，
こ の 作品 の 文体 は様式化 され

た もの で あ り，作家は まだ 現実に は 実現 され て は い ない が ， 理 念 と して 存在 し

た 当時 の 精神状況を rわ れ ら』 に お い て 具体化 して 見 せ た と 考 え る こ とが で

る 。
ザ ミ ャ

ー
チ ン は ア ン ネ ン コ フ へ の 手紙で そ の ユ

ー
ト ピア 的な考 えを揶揄 し ，

罷確な時刻表に 従 っ た 六 輪 の 汽車に 象微 され る よ うな 「こ の 合 目的的な ， 組織

化 され た ， 正確無比 の 宇宙で は 君 は 30分で 寝 て し ま うだ ろ う」 と書い て い る の

で あ る 。
〔8〕

　そ こ で 問題 とな る の は こ 弓 した 精神状況が どれ だ け本質的に ザ ミ ャ
ー

チ ソ の

創作態度 に 関わ っ て くるか とい うこ とで あろ う。
こ うした 同時代の 芸術家 た ち

の 言葉は 雌な る パ ロ デ ィ 化 の 対象に す ぎなか っ た の で は ない か とい う疑問が 出

て くるか らで あ る 。

　 しか し， 「自分 が政 治的 に 最左翼 で あ る と考 えて い る者 た ち が 古 い リ ア リズ

ム の 最右翼 に い る．1（L．203） と書い て
， 彼が そ の 文学意識の 古さを批判す る

プ ロ レ タ リア 文学者 とは 異 な り， ザ ミ ャ
ー

チ ン と ロ シ ア ・ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの

芸術家た ち の 近 さは 決 して 偶然で は ない
。 彼は ア イ ン シ ュ タ イ ン の 相対性理 論

に 大 きな イ ン パ ク トを受け ， 革命後の 新 しい ， 絶えず変動 し続け る大 都市 の 生

活を 表現す る た め に 芸術 の 形 式を変革 させ る必 要の ある こ とを 提 唱 して

　 「科学 と芸術は ， い ずれ も何 らか の 座慓へ の 投影 で あ る 。 （中略） リア リ ス

　 テ ィ ッ ク な形 式は すべ て ユ
ー ク リ ッ ド的 な世 界の ， 動か ない ， 平 らな座標 へ

　 の 投影 で あ る 。 自然に は こ ん な座標 は ない
。

こ の 限定 され た ， 動か ない 世界

　は な い の だ 。 そ れ は 約束 事 ， 抽象 ， 非現実 なの で あ る 。
は る か に 現実に近 い

　 の は 疾駆す る歪 ん だ平面 へ の 投影 で あ る 。 こ れ を新 しい 数学 と新 し い 芸術が

　 ともに や っ て い る の だ」 （L．255）

と書い て い る 。
こ の よ うな科学や数学の 概念に よ っ て 芸術理論を展開 した 文体

は 『わ れ ら』 の 文 体 と同質 の もの で あ り， また ，
ヘ レ ル が指摘 する よ うに ， ア

ヴ ァ ソ ギ ャ ル ドの 芸術家， た とえば ， カ ン ジ ソ ス キ イ や マ レ ー ヴ ィ チ が新 しい

芸術理論 を展 開 す る言葉 と も近 い もの で あ る♂91
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　 さ らに ，
ザ ミ ャ

ー チ ン は ア ン ネ ン コ フ の 新 しい 絵画 に つ い て 評 論 『総合主

義』 （1922年 ） を書い て い る が ，
こ こ で彼 自身の 創作方法 を 絵画な どの 他の 芸

術領域 の 成果 を踏 まえて 展開 し， 自分の 創作方法 を象徴主義以後に 展開 した 新

しい 芸術意識の
一 環 と考え て い る 。 そ して

， キ ュ
ー ビズ ム

，
ス プ レ マ テ ィ ズ ム

，

「非対象芸術」 を未来主 義の 詩人 と ともに ， 象徴主義 と戦 い な が ら新 しい 芸術

を築い て い く過程 に お い て ， 新 しい 可 能性を 実験 した 「斥候」 と位置づ けて い

る （L．234−5）。
ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 芸術運動 に は あ ら ゆ る 芸術の 総合 とい う

考え があ り， 様 々 な芸術の ジ ャ ン ル が境界を な くしなが ら互 い に 影響を与え あ

っ て 展開 した こ とを考 え る な ら， ザ ミ ャ
ー

チ ン の 作晶 が こ うした ア ヴ ァ ン ギ ャ

ル ドの 実験を踏まえ て成 り立 っ て い る こ とは 明 らか で ある 。 また， 《CJIBHr 》や

《CMe 皿 eHvae 期 aHOB 》 とい っ た 未来主 義の 理 論家の 用 い た 言葉が ザ ミ ャ
ーチ ン

の 文学論 で もまた 電要な意味を持 っ て い る の で ある 。

　こ うした ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 芸術 と の 関係は ， しか しなが ら， 文体上 の 類似

に 見 る こ とは で きない
。 先に 述べ た 理 由の 他に ， カ ン ジ ン ス キ イ の よ うな画家

とは 異な り， 小説家で あ る ザ ミ ャ
ーチ ン の 素材 とは 「小説 の 言葉」 で あ り， 当

然言葉に 対す る意識 も違 っ て くるか らで あ る。 そ し て ま た ，
『わ れ ら』 とは 全

く異 な っ た 文体 で 書か れ た 他の 作品 との 繋が りが 見失わ れて し ま うか ら で あ

る。 私 の 考 えで は ， ザ ミ ャ
ー

チ ン に 対 す る ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 芸術の 影響が も

っ とも よ く現われ て い る の は ， そ の 作品 で 電 要な 意 味 を 持 つ 視覚的な イ メ …

ジ で あ る 。
こ の 点に 「詩人に な る前は 画家 で あ り， 詩の 形式で 書か れ た 作品を

常に キ ャ ン バ ス で の 実験に類似の もの と して 考え て い た」〔1・）未来主義 の 詩人 と

の 近 さを も窺 うこ とが で き よ う。
ア ン ネ ン

・ コ フ も 『人間 の 漁師』 （1918年）の

冒頭 の 文体を 「言葉 の キ ＝

一 ビ ズ ム 」 と名づ けて い る し ， また 『わ れ ら』 の 文

体に つ い て は 「マ レ ー ヴ ィ チ の ス プ レ マ テ ィ ズ ム
， 世界 じゅ うに とどろ い た そ

の 有名な黒い 正方形」 との 類 似を指摘 して い るの で ある 。

［11

　こ の 点に つ い て ヘ レ ル は 「D − 503 の 世界の 認識に お い て は 視覚的 な 印象が

優勢で ある」 と書き，
〔12｝そ の 幾何学的な イ メ ージ や色 の 用 い 方 に ア ヴ ァ ン ギ ャ

ル ドの 画家の 絵画 の 実験 と共 通す るもの が あ る こ とを 指摘 して い る。 しか し
，

こ うした 視覚的 な 印象が優勢な の は 『わ れ ら』 だけ で は な く， ザ ミ ャ
ーチ ン の

ほ とん どの 作品 に 共通 す る こ とで あ り， こ の こ とは 視覚的な イ メ
ージ の 作品内

部で の 働 きと関わ っ て くるの で あ る。
こ うした視覚的 なイ メ ー ジ に つ い て は ザ

ミ ャ
ーチ ン は 「視覚的な ラ イ ト モ チ

ー
フ 」 と名づ け て い る （L．270）が ， これ

は と りわ け人物 の 描写 に 典型的に 現わ れ てい る 。
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　 『わ れ ら』 に つ い て 例 を挙 げる な らば ， そ の 人 物は す べ て ア ル フ ァ
ベ ッ ト と

数字で 現わ され るが ， こ れ は 人 間 が個 人 の 名前 （個性）を 失 っ た 状況 を 現わ し

て い る と と もに ， 語 り手で あ る 宅人公 に 意味づ け され て ア ル フ ァ ベ ッ トは 幾何

学的 な イ メ ージ とな る 。

　 「私 の 右に は彼女 ， 細い ， 鋭い ， 鞭の よ うに 強 く し な や か な 1 − 330。 （中

　烙 ）左 に は O ， 全 く異 っ た 女性 ， 全身が 円 で で き， 手 首 に は子 供 の よ うな く

　びれ が ある」 （M ．10）

　 こ こ で は 1 と 0 とい う対照的な 二 人の 女性が二 つ の 文 字の 視覚的な イ メ
ー ジ

に よ っ て 描 き出 され て い る の で あ る 。 そ して ， こ うした 文字 に よ る人物の 表記

は 音の 喚起力 とも結び つ き， た とえ ば ， 0 とい う音は i1高い もの
， 深い もの ，

海 ， 懐」 を 連想 させ る と作家 が 書い て い る よ う に 岬 O − 9．　0の 新 しい 生 命を 産

み 出す母性 と も対応 して い る 。

　一 方 ， 色 に つ い て は ヘ レ ル は 「色は い か な る 自然 で あろ うとも ， そ れ を再 現

す る の に は ほ とん ど役立 っ て い ない
。 そ の 描写的 な機 能は 文体的 ， 象微的な機

能 よ りは る か に 弱 い
。

『絵画性』 へ の こ の よ う な 接近は ザ ミ ャ
ーチ ソ が こ の 時

代 の ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 傾向の 画家 と近 か っ た こ とを 示 して い る」岡 と書い て

い る 。

　色 と幾何学的な イ メ ー ジ に つ い て 触れた だ けだ が ， こ うした絵 画的 な要素 の

「視覚的 な」効果に つ い て は ザ ミ ャ
ーチ ン が 絵画 な どの ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 芸

術家 の 実験を 踏 ま え て ， 自分の 作品 の なか に 取 り込 ん で い っ た こ とは 確か で あ

ろ う。

　 しか し ， さ らに 重 要な こ とは こ う した 色や 幾何学的 な イ メ
ー ジ が 単独 で 用 い

られ る こ とは な く， 『洞窟』 （1920年）の よ うな作品 と同 じよ うに ， 図式的 と も

思え るほ どに 「系統化」 され ， 作 品の 主題に 関わ る対立 する 二 つ の 世 界の モ デ

ル に 対応 して 二 系列の イ メ
ー ジ群 に 分 離 され うる こ とで あ る 。 そ して ，

こ うし

た イ メ ージ が 現実 の 世界に 直接 の 繋が りを もた ず ， ま た 象微主 義者に お ける 象

徴 の よ うに 異 次元 の 世界 へ の 対応 も欠 い て い る こ とで あろ う。
こ こ に ザ ミ ャ

ー

チ ン の 構成 へ の 志向がは っ き り と現わ れ て い る 潮

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2

　こ の 構成 に 対す る志向に は また ， 素材の 組織化の 客観的 な方法の 研究 と応用

に 従事 し ，
コ ン ポ ジ シ ョ ン に 対 し て 「構成 KOHCTpyl ｛llHfl」 を 強調 した 構成主

義 と同 じ方法 意識が窺 え る 。 しか し ， こ の 点に お い て 言葉の 芸術 で ある小説 が
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造形美術 と異な り，
ま た詩を 中心 と した 未来主義 とも大 き く違 っ て くる の で あ

る 。
ザ ミ ャ

ーチ ン は 「未来主 義 自体がそ の 本性上 ， 長編に お い て ， ある い は 短

編に お い て さえ も， 主 題 （CIO冫KeT ）を築 くとい う論理 的 な活動に あ っ て い なか

っ た 」 と書い て い る 〔16）が ， 彼が イ ヴ ァ
ー ノ ブ に つ い て 書い た文に は 小説に 対す

の 彼の 要 求が は っ き りと述べ られ て い る 。

　 「イ ヴ ァ
ー ノ ブ は 議論の 余地 な く画家で ある。

しか し ， 言葉の 芸術 とは 絵画

　 で あ り， 建築で あ り， 音楽 で ある 。 言葉 の 音楽 に つ い て は 彼は 少 し しか 聞い

　 て い ない し ， 建築的 な主 題 （CK ）｝KeT ）
11司 の 形式は 彼に は まだ見 え て い ない 。

　 それ ゆえ ， 長編小説 の 複雑 な ， ポ リ フ ォ
ニ

ッ ク な構成 KOHCTpyK 照 H を彼は

　 うま く処理 す る こ とが で ぎな い 」 （L．197）

　 つ ま り， 小 説 の 素材 と して の 言葉 の あ らゆ る側面を考慮 した うえで そ れを 組

織化 し，
一

つ の Wt−一され た 作品 と して構成す る こ とを 主張 し て い る の で ある 。

　 ヘ レ ル は ザ ミ ャ
ーチ ン が 詩 と散文が異 な っ て い る とい う見方 を拒否 した に も

か か わ らず， 結局は 散文作家で あ り， 「未来主義的な跳躍が あ っ て も」 結局そ

の 根は 「現実の 生活 と ゴ ー ゴ リか ら レ
ー

ミ ゾ フ へ と続 くグ ロ テ ス ク ’リア リズ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぐ

ム の なか に 根づ い て い た 」 と書い て い る 。
圏 確か に ， ザ ミ ャ

ーチ ン は フ レ ー フ

ニ コ フ の よ うな 既成 の 霄語 を 解体 し ， 極 限 に まで 言語 の 可 能性 を 追及す る 実験

や ，普 遍 的 な世界 言語に ま で 迴 り着 くとい うよ うな ユ
ー トピ ア 的な 思考 とは 無

縁 で あ っ た
。

〔191 しか し，
ヘ レ ル の 考 えは ， た とえぽ ，

ザ ミ ャ
ーチ ン の 講 義 『言

語に つ い て』 を根拠 に して い る の で あ ろ うが， 実は こ の 講義で 詩 と散文 の 形式

的 な違い を認 め て い ない に もか か わ らず ， 「芸術 的 な言葉 の 作 品」 に 二 種類 あ

る こ とを指摘 して い るの で あ る 。 そ して こ の 二 種類 の もの を叙情詩 と叙事 詩 と

に 分 け ， 「叙情詩人は 自分だけ を体験す る の に 対 し叙事詩人は 何十 人 も の
， 時

に は 何千人 もの 自分以外の ， 他 の 個人 を体験 しな けれ ぽ な らな い 」 と書い て い

る 。
圃 つ ま り， 詩 と散文の 形 式上 の 区別 は 拒否 して い る に もか か わ らず 二 種類

の 文学形 式の 存在 を認め て い る の で あ る 。 こ うした考 え は 未来主 蓑 と近い とこ

ろ に い た ， ま た そ の 何人か は ザ ミ ャ
ーチ ン とも親 しか っ た ，

フ ォ ル マ リ ス トた

ち の 考え よ り，
バ 7 チ ン の 考え に 近い もの で あろ う。

　パ フ チ ン は 『小説 の 言葉』 の なか で 詩 の 言葉 と小説の 言葉を 区 別 し ， 「詩入

は 他 者に つ い て も自分 の 言葉で 語 る」 「それ に 対 して ， 散文 作 家 は （中略） 自

己 に 関 して も他者の 言語で 語ろ うとす る （た とえ ぽ一
定の 社会 ・ イ デオ 卩 ギ ー

的集団 を代表 し て い る語 り手の 非標準的 な言語で ）」 と書い て い る鋤 が ， 叙情

詩 ・ 叙事詩 とい う言葉を 用 い て い る に もか か わ らず ，
ザ ミ ャ

ーチ ン の 言葉 に つ
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い て の 考 えは パ フ チ ン の こ の 考えに 近い 。 また ，
ス カ

ース に つ い て も，
エ イ ヘ

ン バ ウ ム が 「原則的に 書 き言葉か ら離れ ， 語 り手そ の もの を現実的な人間に す

る よ うな タ イ プ の 叙述形式」 と定義 した の に 対 し ，

パ フ チ ン は 問 題 の 重 点 を

「語 り手」 や 「話 し言葉」か ら独 自の 視点 ・ イデ オ ロ ギ ー
を持 っ た 「他者の 言

葉」 の 方へ 移 し変え ，
ス カ ース を様式化， パ ロ デ ィ と ともに 「他者の 言 葉を志

向す る言葉」 と して 考察 して い る
1：謝 が ，

こ うした パ フ チ ン の 考 え方は ザ ミ ャ
ー

チ ン の 作品 の 発展を 考え る うえで も非常に 示唆的な もの で ある 。 初期の ス カ
ー

ス の 作品か ら革命後の 『わ れ ら』， さ らに それ 以降 の 作品 へ 至 る ザ ミ ャ
ー

チ ン

の 発展を統一 的に 考え る視点を 与え て くれ る か らで あ る 。

　 『言語 に つ い て 』 で は さ らに ， 「それ ぞれ の 環境 ， 時代 ， 国 民に は そ の 固有

の 言 葉 ，
シ ン タ ク シ ス

， 思 考 の 特微 が あ る」 と書か れ ， 「環境の 言葉 fi3blK

cpe 双bl の 総合 ， 様式化 され た 環境 の 言葉」 に よ っ て 作品 で 描か れ る特定 の 1環

境」 （社会）に 内在す る独 自の 世界観 ・イ デ オ P ギ
ー

を言葉そ の も の の 上 に表

わ す こ とが で ぎる とい う主張が な され てい る 岬 彼の 革命前の 作 品，特に 初期

の ロ シ ア の 地方を舞台に した 作品に お い て は ス カ ース の 手法に よ っ て 民衆の 言

葉が様式化 して 再現 され ， 民衆の 意識 ・ 精神的 な水準 が言葉 の 上 に 表わ され て

い る と同時に ， 民衆の 具体的 ・ 感性的な言葉が当時の 文学に お い て 支配的で あ

っ た 象徴主義 の 抽象的 ・観 念的 な言葉 に 対置 され てい る 。
こ の とき作家に と っ

て重要だ っ た の は 「地 方の 卩 シ ア 」 の 精神的 な状況を外面か ら描写す る こ とで

は な く， 言葉そ の もの の 上 に 露 出 させ る こ とで あ り， ま た ， 民衆の 「他者の 言

葉」 で 象徴主義の 言葉 を異化す る こ とに よ っ て 作家 自身が象微 主義 の 影響 を克

服す る こ と で あ っ た 。

鱗

　 こ うした 初期 の 作品の 経験を踏 まえ ，

パ フ チ ン と共 通す る 小説の 言葉 に対す

る 問題意識を 持 っ て 書 か れ た 『わ れ ら』 に お い て （講 義は 『われ ら』 執筆 と同

じ頃に な され た ）「他者の 言葉へ の 志向」は さ らに 新 し い 形 へ と発展す る こ と

に な る 。
こ こ で 描 か れ る の は い ま だ存在 しない 未来社会な の で あ り，

一
人称 の

手記 の 形 で 書か れ た こ の 作品 の 主人公の 言葉は 「単一 国」 の イ デ オ ロ ギ ー とそ

の イ デ 7”・U ギ ーに 忠実な市民で ある主人公の 世界観を背景に して い る と考え ら

れ る の で ある 。 す なわ ち ， 作家は 未来社会に 固有 の 世界観 ・ イ デオ ロ ギ ー
を 描

き出すた め に ，
こ うした世界観 ・ イ デオ P ギ ーを背景 に した 「単

…
国」の 「環

境 の 言葉」 を創造 した の で ある 。

　 こ こ で 興味深い の は ザ ミ ャ
ー

チ ン が 『楽園』 とい う評論 で プ ロ レ タ リ ア 詩人

の 言葉に つ い て ， 次 の よ うに 書い て い る こ とで ある 。
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　 「私た ちは 疑い もな く宇宙的な時代に 生 きて い る 。 新 しい 楽園 と新 しい 現世

　 の 創造の 時代に 。 （中略） もは や ポ リ フ ォ ニ ー も不 協和音 も あ るべ きで は な

　い
。 （中略 ）新 しい ロ シ ア の 文学 と新 しい 詩が作 られ つ つ あ るの は ， 確か に ，

　 こ の モ ノ フ ォ
ニ ーの 大理 石 の 基 盤の 一ヒな の だ」

ee5

　 つ ま り，ザ ミ ャ
ーチ ン は 同時代の 詩人や 芸術家 の 言葉 が モ ノ フ ォ ニ ッ ク な ユ

ー ト ピ ア の 言 葉へ と向 か っ て い こ うとす る志向を捉 え て い た の で ある 。 そ して ，

『わ れ ら』 に お い て モ ノ フ ォ ニ ッ ク な 「環境の 言葉 の 総合 ， 様式化 され た 環境

の 言葉」 を 「創造」 す る と き， 同時代の ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 芸術篆や プ ロ レ タ

リ ア 文学者 の 言葉 を ， 音 で は な く， イ デオ ロ ギ
ー

を背後に 持 つ もの と して 分解

し ，

一 つ の 「統一 的 な世界観」 を背景 とす る 「単一 国」 の 言 語へ と r再構成」

した の だ と考え る こ とが で きる の で あ る 。

　 そ して また ， 『わ れ ら』 に お い て は ドス トエ フ ス キ イ とチ ェ ル ヌ イ シ ェ フ ス

キ イの 水晶宮をめ ぐる論 争も薪た な文脈で 提示 され る が ，
こ こ に は 言葉 の 持 つ

歴史的に 重層化 され た意味を も作品 の なか に 取 り込ん で い くとい う方法が あ り，

こ の 伝統 との 繋が りを重視 した 態度 も また 未来主 義 とは 大 き く異 な る の で あ

る 。 ザ ミ ャ
ーチ ン が ア ク メ イ ス トの 詩人た ち に 対 して 親近性 を見出 した の は こ

うした態度で あ っ た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3

　 こ の よ うに 考え て い くな らぽ ，
シ ュ ト リ ッ タ ーがパ フ チ ン の 理 論 に基 づ い て

『わ れ ら』 に つ い て 書い てい る こ とは 非常 に 説得力を 持 つ よ うに な る 。
パ フ チ

ン は 『小説 の 言葉』 に お い て 「小説 とは た だひ とつ の 言語の 絶対性を拒否 した

ガ リ レ オ 的言語意識 の 表現で あ」 る と 書 き， 「言 葉」 が イ デ オ 卩 ギ ー的な性質

を もつ こ とを踏まえ ， 小説 に は 言葉 の 「現実を正 し く反映 し ， 現実を 支配 し ，

組 織 しなお そ うとい う志向 （言葉の ユ ー トピア 的要求）， 現実の 代 用 晶 （生 活

に と っ て 代わ ろ うとす る夢想や 空想） と して ， 現 実に と っ て か わ ろ うとす る 要

求」 を 批判す る 「言葉 の 自己批 評」 が ある こ とを 指摘 して い る 。
こ の パ フ チ ン

の 考 え に 基づ き， シ ＝ b リ ッ タ
ー一

は 『われ ら』 の ダ イナ ミ ッ ク ス が 作用す る 三

つ の 異 な る レ ベ ル を指摘 して い る 。 す なわ ち ， まず ， あ らゆ る ユ ー ト ピ ア 小説

を構成 す る テ キ ス ト と コ ン テ キ ス ト （「1920年代の ソ ヴ ィ
エ y の 作 家 の 同時代

の 文化 的 ， 政 治的 コ ン テ キ X ト ， それ 以後 の 読者の コ ン テ キ ス ト」） との 動的

な 対話 ， 次 に 「静的」 な ユ ー ト ピア と区別 され る ， ウ ェ ル ズ か らザ ミ ャ
ー

チ ン

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 シ −L ジ a − ト

が 受け継い だ 「一 続きの 冒険小説 と して の 動的 な主 題 の 構 成」， そ して 最後
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に ， ザ ミ ャ
ー

チ ン に特有 の もの と して ， 単
一

の イ デ オ P ギ ー
的 な権威を背景 と

した 「モ ノ フ ォ ニ ッ ク」 な言葉 に 対 し挑 戦す る主 人公 の F他者の 言葉」 の 対話

的な ダ イ ナ ミ ク ッ ク ス （「小説 の 言葉が ， ゆ っ く りと ， 徐 々 に機能 し ， 他者の

言葉を認め ， それ を 獲得 し ， そ して 単一
の ， 権威的 な ， 絶対的 な言語 の ユ

ー
ト

ピ ア 的要求を 見出 し ， 拒否する 。 そ うす る こ とに よ っ て こ の 小説は 真 に 自己批

評的 ， 対話的な もの に な る．D の 三 つ で あ る 即

　 しか し ， こ こ で 重要な こ とは こ の 第二 ， 第三 の レ ベ ル は 互い に 関連 しあ っ て

い る こ とで ある 。 ザ ミ ャ
ー

チ ン の 小説 に 対す る姿勢は また 主題構成 とプ 卩 ッ ト

とも関わ っ て くる の で あ り，
プ ロ ッ 1・の 実験 もザ ミ ャ

ー
チ ン が関心 を持 っ た も

の で あ っ た
。 そ して

，
こ の 点に つ い て も 『わ れ ら』 に お い て は 「小説の 言葉」

が重要 な意昧を 持 つ か らで ある 。

　 作 品 の 冒頭に 引用 され る 「単
一

国 」 とそ の 後 に 続 く主 人公 の 言 葉 の 文 体上 の

近 さは こ の 作品 の 「言葉」 が様式化 され て い る こ とを暗示 して い る が ， 予期せ

ぬ事件な ど起 こ る は ずの ない ユ
ー

ト ピ ア の 静的な 世界は 恋愛 ， 反乱 とい っ た プ

ロ ッ トの 導入 ともに 動 き出 し （ヘ レ ル は 「小説の 初め で は 単
一

国 の 一Lで は ， 時

間の 外で 硬直 した 青い 太陽が見下ろ して い る 。 しか し ， 愛 ， 陰謀 ， 反乱が起 こ る

と太陽は 黄色 に ，
バ ラ色 に 変化 し ， 真紅の 火で 赤 くな る 。 時間が動 き始め る」

と書い て い る），
　

i27 ） k人公は 自分の 言葉 を獲得 して い くの で ある 。 すなわ ち ，
プ

ロ ッ トの 展開が 主人公 の 言葉の なか に 「他者の 言葉」 を 導入 し ， 言葉の 対話的

な機能 とあい ま っ て作品 の ダイ ナ ミ ッ ク ス が 作 り上 げ られ て い くの で ある 。

　 こ れ と対応 して ， こ の 二 つ の 「言葉」 の 対 立は イ メ ー ジ に お い て もは っ き り

現わ れ る こ とに な る 。 始め に 「単一
国一］の 規律ある集団 を 《eAnlloe ，

　Mva 」laMOH ・

HOpyKoe 　Te．lo》， 《o．IHO 　IvlHM．IHOHIIOFeJIOBOe 　Teno 》 と メ タ フ ァ
ー

で 表現 した

主 人公は ， 肉分 の 「言葉」 を持つ よ うに な る と ， 自分を 手か ら切 り離 され た 指

に た とえ ， 「離れた 入間の 指が ， 猫背 に 背を 曲げ ， ガ ラ ス の 歩道の 上 を 跳びは

ね なが ら歩い て い る 。
こ の 指が 私だ

。 そ して ，何 よ り奇妙で ， 不 自然 な の は ，

指が手 の 上 で
， 他の 指 と一 緒に い た い とは 思 わ ない こ とで あ る」 （M ．90）とグ

ロ テ ス ク なイ メ ージ で 表現 し て い る 。
こ うした 主 人公 の 「諜 」 の 変化に つ い

て は 何人か の 研究者が主人公 が詩人に な っ た こ とを 指摘 し て い る 。
帆 しか し ，

『わ れ ら』 を 全休の 構成 の なか で 考え る な らぽ ， こ こ で 大切 な の は こ の 主人公

の 「言葉」 に よ っ て
一

定 の 方向に 向か わ された 「単一
国」 の 価値秩序の 転換が

行なわ れ る こ と ， そ して ま た ， 「詩」 として始 ま っ た作 品は プ 卩 ッ トが 展 開 し

て い くに つ れ て 「小説」 に な る （「単一
国 を 称え る整 然 と した ， 厳密 な数学的
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な私 の こ の 詩が ， あ る種 の 幻想 的な 冒険小説に な っ て い く」 （M ．89）） こ とで

は ない だ ろ うか 。

　 ザ ミ ャ
ーチ ン は セ ラ ピオ ン 兄弟 の 作家の

一 人で ある カ ヴ ェ
ー

リ ン に つ い て ，

彼 に 「興味が あるの は プ ロ ッ F の 実験 ， 幻想 と現実の 総合 とい う問題 ， イ リ ュ

ー ジ ョ ン を 壊 し ， また 新 た に それ を作 り出す とい う緊 迫 した 戯れ で ある 」 と書

くが ，

凶 こ うした 言葉に 対す る意識を 伴 っ た ，
プ P ッ 1・の 実験 こ そ がザ ミ ャ

ー

チ ン の 散文 の 特徴の
一

つ で あ り， 20年代 の ロ シ ア の 散文に 大 きな影 響を与え た

もの な の で ある
。

　そ して 最後に 重要 な 意味を 持 つ の が 「笑い 」 で あ る
。

『わ れ ら』 の 主 人公 が

恩人の 言葉 に 対 し て

　 「ど う して 私 が反論 で き よ うか ， こ れ が （か つ て は ）私 自身 の 考 えだ っ た の

　だ
。

た だ ， 私は その 考え に こ ん な鍛 え られ た ， 輝か しい 鎧 を着せ る こ とは
一一一

　度 もで きな か っ た 。 私 は 黙 っ て い た ……
」 （M ．183）

と書 くよ うな ， 「絶対的な ， 統
一

され た 言語 で あ る」 単
一

国の 言語 は 「非合理

性 ， 個性 ， そ して 現実 の 生活の ポ リフ ォ ニ ー
」 を 表現で きな い の で あ る 。

Be） そ

し て 対話に お い て 反 論 の 言葉 を持た ない j三人公を 救 うの は 「笑い 」 で あ る 。

　 「とて もは っ ぎ り覚え て い る 。 私 は 笑い 出 し た の だ 3aCMelJICH
。 目を上 げ

　た
。 私 の 前に 座 っ て い た の は 禿げた ， ソ ク ラ テ ス の よ うな禿げ頭 を した 人 間

　 で あ り， 禿 げに は 細か な汗の しず くが あ っ た の だ 1 （M ．184−5）

　 こ の 「笑い 」 とパ フ チ ン の 「笑い 」 との 関係 に つ い て は さ らに 男qに 論 じ る必

要 が あるが ， ザ ミ ャ
ーチ ン に と っ て は 「笑い 一1が 「言葉」 に 内在す る価値秩序

へ の 志向を破壊す る とい う重要な意味を持 っ て い る こ とがわ か る 。

　 「リ ア リズ ム は 世界を 肉眼 で 見て い た 。 象徴主義に は 世界の 表面を透か して

　 骸骨が見 え た 。
こ れ が テ

ー
ゼ とア ン チ テ ー ゼ で ある 。

ジ ン テ
ー

ゼ は 複 雑な レ

　 ン ズ の セ ッ トを も っ て 世界に 近づ い た 。 そ して そ の 前に グ rd テ ス ク な ， 奇妙

　 な多数の 世界が 開か れ る 。 （中略）すべ て の 相対性が 開か れ る の だ 。
だ か ら ，

　 ネオ リ ア リズ ム の 哲学 で は 生に 恋す る と同時に ，
ダ ィ ナ マ イ ト の 最 も恐 ろ し

　 い もの ， 微笑 yJlblo
”

Ka に よ っ て 生を破壊す る の は 当然 の こ とで は ない だ ろ

　 うか 」 （L．237）

と書 くよ うに ， ザ ミ ャ
ー

チ ン が 象徴主義 を克服 す る 契機 と して ， 神 秘主 義に 代

わ る笑い に よ る 生の 克服を 強調 して い る の も ， 笑い の こ の 働 きを 意識 して い た

か らに ほ か な らな い 。
ザ ミ ャ

ーチ ン は 『わ れ ら』 を 自分の 作品の なか で 「最 も

滑稽 で ， 最 も深刻な作品」 と書い て い る 制 が ，
こ の 「滑稽 な」面 とは 同時代 の
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多 くの 言葉をパ ロ デ ィ 化 して い る とい うこ とだ け で は な く，
こ の 「笑い 」 と も

関連 して い る の で あ る 。

　ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 芸術家の 大部分 が工 業芸術に 向か うこ とに よ っ て 「自分

の 主 観の 孤立 化 と社会内部で の 位置の 喪失 とい う病い 」 を癒す契機を求め た の

だ とすれ ば ，

Balザ ミ ャ
ー

チ ン は 「笑い 」 を 介 し て 現実に 対 し よ うと した の で あ

る 。

　以上 ， 『わ れ ら』 を 中心 に ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドを 背景に お い て ザ ミ ャ
ーチ ン の

小説作品 の 特徴 の い くつ か に つ い て 述べ て きた 。 しか し ， ザ ミ ャ
ーチ ン は 決 し

て 同 じ形式を繰 り返 して い ない
。

『わ れ ら』 以後 も，聖 者 伝 の パ ロ デ ィ や 「民

衆喜劇再 現 の 試み 」 で あ る戯曲 『蚤 』 （1924年） な ど， さ まざま な形式を試み

て い る し ， 小説に お い て も 『最 も重要 な こ とに つ い て の 短 編』 （1923年） を 書

い て 『わ れ ら』 で試み た 実験を 発展 させ よ うとした あ と， 彼 自身 の それ まで の

作品の 「手法を 露出」 した rエ ッ ク ス 』 （1926年輝 を 経 て ， r洪水』 （1929年）

に お い て 小説形式の それ 以上 の 完成を 目指 して い る （ザ ミ ャ
ーチ ン は 後に 「私

が通 っ て来た 複雑 さの すべ て は 結局 ， 単純 さに 到達す る た め の も の だ っ た の

だ」 （L．273） と書い て い る）。

　それ ゆえに ， 今後は さ らに 『わ れ ら』以降の 作品を も視野に 入 れ て ， 同時代

の ロ シ ア ・ ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド運動全 体の なか で の ザ ミ ャ
ーチ ン の 位置を考え て

い か なげれ ば な らない し ， また 特に 「言葉の 芸術」 と して
，

ビ リ ＝ ヤ
ー

久 バ

ー ベ リな どの 同時代 の 小説 と比較研究す る こ とに よ っ て 1920年代の ア ヴ ァ ン ギ

ヤ ル ド期 の 文学 の 特微を 明 らか に し ， その なか で ザ ミ ャ
ー

チ ン の 小説作品を研

究 して い く必 要が あ るで あろ う。

注（1）　エ ーア は 「ザ ミ ャ
ーチ ン の 活動 は ア ク メ イ ス ト た ち と未来主 義 者 た ち が 詩 に お い

　 　て 試み た こ とを 散文 に お い て 試 み た も の
， す な わ ち，理 論 と実作 に お い て ア ヴ ァ ン

　 　ギ ャ ル ド文学 の 基 礎 を確 立 す る 試 み と考 え る こ と が で きる 」 と害 い て い る 。
Ehre

，

　 　M ．：
“ Zamjatin

’
s　Aesthetics” ，《Slavic　 and 　 East　European 　Journal》，

　vo1 ．19
，

　 　No ．3
，
1975．　p．289．

　 　 　また ，
ザ ミ ャ

ー
チ ン の 象徴 主 義 に 対 す る態 度 に つ い て は 拙稿 「ザ ミ ャ

ー
チ ン と t・

　　シ ア象 微主 義」（東京大学文学 部研 究 室 年 報 『RUSISTIKA 』 II
，
1982年 ，

82−92べ

　　一ジ ）参 照 。

　（2） ザ ミ ャ
ーチ ン の 評 論 と 『わ れ ら』 か ら の 引用は 下 記の テ キ ス トを 用 い た 。 本文中

　 　の 引用 に 際 して は
， 評 論 に つ い て は 頭 文 字 L．と ペ ージ 数 ， 『わ れ ら』 に つ い て は

　 　頭 文字 M ．と ペ ージ 数で 示 した 。
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　評論集 《nHTIa》，
　New 　York

，
1967．

　Mbl．　New 　York
，
1973．

（3） ル イ ス と ウ ＝
一バ ーは 『わ れ ら』 の イ メ ージ や 文体 ，

プ ロ ッ ト展開を プ ロ レ ト ク

　　リ トの 詩人 の 作品 や ボ グ s
”
　一一ノ ブ の 『赤い 星 』 と の 関連 で 研究 し

．
て い る 。

　Lewis
，
　K ．＆ Weber ，

　 H ．：
“ Za1皿jatin’

s 晩 ，　the　proletarian　poets　 and 　 Bogda ・

　nov
’

s　Red　Star．《Russian　Literature　Triquarterly》，
12

，
1975．　pp ，253−278．

　　　
一方 ，

ヘ レ ル LHeller は 次の 二 つ の 論 文 で 『わ れ ら』 を ザ ミ ー1、・一チ ン と同時

　代 の ロ シ ア ・ 西 欧 の 作篆 ・思想家 ， さ ら に ロ シ ア ・ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 芸術 家 と の

　関連 で 考察 し て い る
。

　
‘‘ Zamjatin；Proph色te　ou 　t6moin 　？　tVous 　Autres　et　Ia　r6alit6 　 de　 son 　6poque”．

　《Cahiers　du　Monde 　Russe　et　Sovietique》，
　XXII （2−3）1981．　pp．137−165／

‘‘ La

　prose 　de　E 　Zamjatin　et　 ravantgarde　 russe ’
”

．《Cahiers　 du　 Monde 　 Russe　 et

　Sovietique》，　XXIV （3），
1983

，
　pp．217−239．

（4） ザ ミ ャ
ーチ ン の 作 品 を ア ヴ ァ ソ ギ ャ ル ドの 作品 と考え て も よ い か と い う こ と に つ

　 い て は 議論 の 余地が あ る が
， 下記 の 論文 で は 『わ れ ら』以 外 に 『洞窟』（1920年），

　『エ ッ ク ス 』 （1926年）な どを ロ シ ァ ・ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 代衷 的な 作品の 一つ と し

　 て 言及 ， な い し研 究 し て い る 。

　大石 雅彦 厂複 合生 成過 ：程 と し て の n シ ア ・ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド， 強化 テ キ ス ト ・反 テ

　キ ス ト ・非 テ キ ス ト」（『ロ シ ヤ 語 戸 シ ヤ 文 学研 究』第 18彎 ， 1一ユ4 ペ ージ）c

　Van 　Baak
， 」．　J．：

‘‘ Zamjatin ’
s　Cave ” ．《Russian 　Literature》，

　X
，
1981．　pp．381−

　4・／
‘‘ ABallrap双 ucTcKH 茸　oSpa3 　MHpa 　H　uoc τpoeH目e　KoHtPnuKTa ’

”

．《Russian

　Literature》，
　XX 正

，
1987．　pp．1−10．

（5）　AHHeHKoB
，　K）．：

‘‘EBreHHa　3aM 兄THH
”
．　 B　KH ．二 《II［HeB ｝iva｛ MoHx 　BcTPeq 》・

　New 　York．　T．1
，
1966．　cTp ．256−258，

（6）　TpeTbAKoB ．　C．：
‘‘ OTKy皿a　H　I〈y双a

”

．《JleΦ》，　Ni〜 1，1923，　cTp ．201−202，

（7）　racTeB，　A ．： 《O　TeH 双eHuuax 　 npone
’
rapcKoti 　 KY ．lbTYpbl 》 1919．　 cTp ．42−45．

　 倶 し ， 引．用は L．ScheMer ： 《Evgenlj　Zamjatin，
　Sein　Weltbild　 und 　 seine 　 lite−

　rarische 　Thematik 》．　 K61n，
1984．（p．187−−188） に ょ っ た 。

（8）　ア ソ ネ ン コ フ
， 前掲 ：書258ペ ージ

。

（9） Heller：《Zamjatin； Prophさte　ou 　t6moin 》？ p．139，

  　Brown
，
　 E 　J．：

“ Mayakovsky’s　 Futurist　 period
”
．　《Russian　Modernism ，

　CUIture　and 　the 　Avant −garde，
1900−1930》，

　ed ．　by　G．　Gib至an ＆ H ．　W ．　Tjalsma ，

　Ithaca　and 　London．1976．　 P．108．

（ID 　ア ン 不 ン コ フ
， 前

’
掲霽253−−255 ペ ージ

。

02　Heller ： 《La　prose　de　E．　Zamjatin，．．》p．218．

  　ア ソ ネ ソ コ フ
， 前掲書 247ペ ージ 。

  　Heller　： 《La　prose　de　E．　Zamjatin＿》p．222．

  　こ う し た イ メ ージ の 「系統 化」 に つ い て は 拙稿 「＝ ヴ ゲ ニ ー ・ザ ミ ャ
ー

チ ン に お

　け るイ メ
ージ と 『総 合 主 義』」（『）・ シ ア 文学 ・1920年代』 第 2 号 ， 1983年 ， 33−49ぺ
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一ジ）参照 。

　　　また， ヘ レ ル は 「当時 の
．
芸術家 の 蝉心 は 世界 を 新 しい 分析方法 で 理 解 し，そ れ を

　　初 源的 な要素 に 分解 し （微 分 に よ っ て ？）， それ か ら芸術 家 の ヴ ィ ジ ョ ソ の ま ま に ，

　　そ し て 科学 の 法 則 に 従 っ て ，あ る い は よ り
一

般的 な 法 則で ある 理 性 に 従 っ て
， 世 界

　　を新 し い 世界 へ と再 構峨 す る （積分す る ？） こ と で あ る」 と書 い て い る （Heller　：

　　《Zamjatin；Proph さte　ou 　t6moin 　？》p．141） し， ヴ ァ
ン ・バ ー

ク も ア ヴ ァ ン ギ ャ

　　ル ド的な 世界構成 に 特徴 的な もの と し て 「新 し い 分割 ， ある い は 代 替物 を 伴 い
， 所

　　与 の 文 学的世 界の 諸要素 の 新 し い 分類を ．伴 う ヒ エ ラ ル ヒ
ー

の 破壊 ， あ る い は ヒ エ ラ

　　ル ヒ ー
の 喪失」 を 指摘 し て い る （Van 　Baak ：《06pa3　MHpa 　H　KoHOpnHKT ＿》cTp ．

　 2）。

  　3aMfiTHH： ‘‘MocKBa ・lleTep6ypr’

  〈（HoBblfi＞KypHaJI》，
　Ng　72．1963．　cTp ．128，

的 　作 晶を
一つ の 構築物 CTpoeHHe と考 え る 態度 は ザ ミ ャ

ー
チ ソ が 造船技師だ っ た

　　こ と と も関連 し て い る の で あろ う。

aS）　HeHer ： 《Zamjatin ；Proph 色te　ou 　t6moin 　？》p．143．

  　3ayMHbl 最 fi3bll〈 に つ い て は ザ ミ ・1・一チ ソ は ほ と ん ど評価 し て い な い 。 彼 は 未来

　 1霊義者 の 世 界 は 「破 裂 し て 多 くの 関連の な い か け らと な り， 言葉 は 意味 を越 え た 音

　 3aYMHble 　3ByKH に 分 解 した」 と書 い て い る （L 　 239）。

  　3aMHTHH ：
‘‘ Ofl3blKe’”

．《HoBb説 冫KypHa諏》，　Ng　77．1964．　cTp ．97−98．

  パ フ チ ソ 「小説 の 言 葉」（伊東一
郎虱 新時代 社，r ミ …イ ・レ ・　

・ ・
’
フ チ ソ 著作集S

　 5
，

55ペ ージ）。

勧　　∂HxeH6ayM，　B・：
‘‘

」【ecKoB 　li　coBpeMeHHafi 　npo3a
”

．　B 　KH ．：　《∫1匪TepaTypa
，

　TeopHH
，　HoJleMvaKa》，

丑eHHHrpa ゑ．1927．　cTp ．222，

　　　BaxTHH，　M ・： 《Hpo6 ，ileMbI 　fiogTldKH 　AecToeBcKoro》，
　H3A ．2−・e ．鍼 ocKBa ．1979．

　 CTP ．222．

il3）　3aMATMH ：
‘‘0　兄3b【Ke

”

．　cTp ．100−101。

  　注（1）の 拙 稿参照 。

  　引用 は 下 記 の 英 訳 に よ っ た 。

　《ASoviet 　Heretic： Essays　by　Yevgeny 　Zamyatin》．　ed ．＆ tr．　by　M ．　Ginsburg．

　 Chicago 　and 　London ．1970．　P．59．

爾　Striedter
，　J．：

‘‘

∫ourneys 　through 　utopia ’
”
．《Poetics　Today 》，

　 voL 　3
，
　 No ．1．

　1982．pp．41−45．また ，パ フ チ ン 「小説 の 言 葉」．第 5 章 を 参照、。

働　Helier ：《La　prose　de　E．　Zamjatin＿》p．221．

鱒　た と えば 次 の 論文を 参照 。

　Rosenshield
，　G ．：

‘‘ The 　imagination 　and 　the “ 1”in　Zamjatin ’

s
“
防

”
．《Slavic

　and 　East　European　Journa1》，
　vol ．23

，
　No ．1．1979．

　Russel1
，　R ．：

“Literature　and 　revolution 　in　 Zamyatin ’

s　 My ”

．《Slavonic　 and

　East　European 　Review》，
　voL 　51

，
　No ．122．1973．

  　引用 は 注   の 英訳 P．76 に よ る 。

鱒　 シ ュ ト リ ッ タ ・一
、 前褐論文43ペ ージ

。

一 88 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

JapaneseAssociation  ofRussian  Scholars

tsD 3aM"Tnii : "ABTo6Horpa(i)Mfi
 

'1

 <CoH"HeHMA. T. III.> A. Neimanis.  1986. cTp.

 14.Baj

 GaBner, H. &  Gillen, E. : <Zwischen Revolutionskunst und  Sozialistischem

 Realismus>, K61n. 1979, (Einleitung: Der  Funktionswandel der  sowjetischen

 Kunst  zwischen  191.7 und  1935. pp. 21-22).
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              E. 3aMfiTHH : "Mbl
 
"

 M  pyccKvati aBaHpaPA

                                     XHpocH  HLtlCixlHAKAMYPA

     CTliJIb 3anHceth  il paccy>KneHnfi repoH  poMalla 
"IVibl"

 HanoMHHaloT  cTHnb

x  MblmaeHHe  coBpeMeHHHKoB  aBTopa,  i<a}< H  llponeTKyn6ToBcl("x  nogToB,  
'raK

 x

xy2Lo>KHvmoB  aBaHrapnHcTcKoro  HanpaBneHvafi,  B  ToM  
tlMcJIe

 TaKHx  N<HBoll"cLLeB,

KaK  I<aHAHHcKzfi H  Ma"eBMg.  I/I B  cBoHx  cTa-Tbslx 3aMsl'rylH ynoMHHaeT, I{PoMe

caMoro  ce6fi, HecKonbKzx  xyno>KtmKoB->KMBofixcrleB,  I{al< npeilcTaBHTeaeti  onHoro

                                                                !p       U  dj                                                    lc
U3  HOBelitllUX  HallPaBJIeHtaM  B HCICYCCTBe,  I<OTOPOe  OH  Ha3BaJ  CHHTeTM3MOM

MJIH  
"HeOPeanH3MOM".

 DTH 4)al<Th[ CBHAeTe,nhCTBY}OT  O erO  aKTHBHOM  HItTePeCe

K  COBPeMeHHblM  .eMY flBJeHHflM  He  TOnbl{O  nHTePaTYPbl,  I-IO H MCKYCCTBa  BO06llle,

II JLaeT HaM  HeBOII  HCCJIeAOBaTh  erO  nPO}I3BeJleHHH  B eBfi3H  C OiBOPgeCTBOM

aBaHrapnHcTcKHx  xylco>KHvaKoB.

     Iii B  caMoM  ,qene,  To,  gTo  B poMaHe 
"Mbl"

 ffpeo6na21aEoT  3PHTenbHble

06Pa3bl  (3PHTenbHble neitTMOTHBb!,  I<aK BblPa>KanCfi  CaM  aBTOP),  l<OTOPble  HrPa}OT

CYUIeCTBeHHYIO  POJIb HaPaBHe  C qeTblPbMfi  OCHOBHblMva  llBeTaMH,  JIOI<a3blBaeT

POAcTBo  3aMATHHa  c  )K}IBom{cllaMva-aBaHrapJcuc'raMH  Ia B  PoccMpl, H  Ha  3anaAe･

Y  Hel-O Mbl  HaXOIIYIM  I･I CBO"CTBeHHblit  aBaHPaPll}r  rrOnXOJL  K  I<OI-ICTPYI{KXH:

Pa3nO>KHB MHP  Ha  nePBOHagaJIbHble  9,lleMeHThl, CHOBa  KOHCTPYXPOBaTb  "3  HnX

eJLHHoe  Ile"oe  c'rpoeHHe  (T. e. "poH3BefieHHe  KaK  3aBepuleHHblti  caMocTo"Te-

,nbHhlP'I MHP),  He  CgHTaHCh  C HX  6blTOBblM, HOBCeAHeBHblM  llOPnAKOM.

     Ho  HpHHuMfi  KoHcTpyKu}m  3aMfiTnHa TecHo  cBfi3aH  c ero  oco3HaHMeM

cBov"IcTB  cnoBa  Irf Ilpo3bl,  uTo  va oTnxHaeT  ero,  KaK  xy2Lo>icHnKa  cJIoBa,  oT  npyrHx

aBaHrapllHcToB,  H, B gacTHocTH,  KaK  npo3aHKa,  oT  opyTypHcToB-nogToB. XoTfi oH
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UeHHa  opYTYPHCTCKHe fi3blKOBhle  9KCnePHMeHThl  AO  HeKOTOPOfi  CTelleHH,  eMY  6biJ

gy>fcA  vaX 3ayMHblM  "3bll<, n  oH  Tpe6yeT  HHoro  lloAxoJLa  K  cnoBy,  "pH  KoTOPOM

He  HCKJ}OqeHhl  TaKHe  CBO"CTBa,  KaK  
"CMblCn"

 H 
"JIOrHHeCKvae

 CBH3H".  TYT

BhlCTynaeT  Ha  fiepBblB  ilnaH  cTpm"3allMn  : oH  yTBep)KnaeT,  HTo  HP03anKy  He06XO-

AUMO  HHCaTh  Ha  
"fi3bll<e

 u3o6pa>KaeMoil  cpenhl  H  gnoxH",  H yTo  C  fioMoMbK)

"CTUnM30BaHHOrO

 fi3blKa  CPenbl"  MO>ICHO,  ilOnb3YfiCb  TOnhl<O  H3blKOBblMH  CPenCT-

BaMH,  06Ha>KaTb  xaPalcTepHoe  rviblLll.neHMe  ormchlBaeMoro  B  poMaHe  o6MeCTBa  HnH

nHyHOCTH.  (TaKoe noHvaMaHHe  cBova ¢ TB  cJoB  va porviaHa c6nH>KaeT  ero･c  BaxT-

HHblM.)

     ta OH, YranaB B  BblCKa3blBaHvaNX  COBPeMeHHHKOB  YCTaHOBI<Y Ha MOHO-

(POH"HeCKOe  CJ[OBO  YTOHXH, H nPOaHanH3HPOBaB  Hx,  
"CHHTe3ZPOBaJI"

 HX  B A3blK

cpeAbl  EJLm･Ioro rocyaapcTBa, FJLe  rocno"cTByeT  yTonHgecKoe  cnoBo,  npeanona-

raK)IIIee enHHCTBeHIIO-HPaBvanbHOe,  aBTOPZTeTHOe  MUPOBo33Pelllie.  K TaKOPtiI

KOHCTPYKllHH  fi3blKa  CPeAbl  nPMCOeAHHfieTCfl  eMe  BTOPOi"･I  nPHHrlMn  KOHCTPYKKHH,

T. e. NPHHImn  
"crox<eTHoR

 KoHcTpyKKHH".  }.I c pa3BepThlBaHHeM c}O>KeTa  rePOB

YCBalifBaeT 
"cBOe

 enOBo"  va B POMaH BBOAHTCfl  JIHa,llOrl4UeCKafl 11HHaMHKa.

     Itl, HaKolleu,  B  poMaHe HMee'v  cyulecTBemloe  3HaueHMe  cMex･  3aMfiTMH

rrpoTvaBonocTaBldJ  cMex,  Kal< opyx<lie  npeoAo,lleHH"  TparH3Ma  >KH3HH,  cHMBo"vacT-

CKOMY  MvaCTHqH3My-AByMHpva}o.  3To To>Ke  Mo>KHo  cgpl:'aTb onHoli  H3  Ba>KI-leALUHX

gePT,  OT"HqarOIIIMX  ePO  OT  MHOrHX  XY210)K!IliKOB-COBPeMeHHHKOB,  KOTOPble  HCKanH

B  nPOva3BoAHTenbHoM  HcKyccTBe  Bblxon  vl3 cBoel"I oTgy>KJ[eHHocTH  oT  coBpeMeH-

}loro  o6llIecTBa.
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