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ザ ミャ
ー チ ン の 短編小説 における比喩の 用法

杉 　本 直

　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1．　 は じめ に

　ザ ミャ
ー

チ ン の 作品 は、非常 に 鋭い
、 奇抜 な映像 を構築 して い く文体 に よ っ

て 知 られ て い る 。 その 映像構 築は 、 単 なる 修辞上 の 装飾 と して
一

時的に 消費 さ

れ る もの で は な く 、 組織 的に展開 して作 品 の ラ イ トモ チ
ー

フ を形 成する 。 そ う

した側面 に つ い て 、 ザ ミ ャ
ー

チ ン 自身、 「舞台裏」 と題す る エ ッ セ イの なか

で 、 つ ぎの よ うに述 べ て い る 。

　私が 個 々 別々 の偶発的 イ メ ー ジを用 い る こ とはめ っ た に ない
。 そ ん な イ

メ ー ジは 火花 で あ り 、

一
瞬生 きたか と思 うと、 つ ぎの 瞬 間 に は消 え、忘れ

られて し まう。　 L…」私が堅固に イ メ
ー ジを信 じた場合に は 、 それ は必ず

や 、
一

連 の 派牛 的 イメ
ー

ジか らな る全体 と して の シ ス テム を生 むで あろ う

1ハ そ う した イメ
ー ジ は パ ラ グ ラ フ や ペ ー ジ に根 を広 げる で あろ う。

ω

　こ こ で の 「イ メ
ー

ジ」 とい う訳語 は原 文 で は
“

06pa3
”

だが 、ザ ミ ャ
ー

チ ン が

“

06pa3
”

を組織 的に構築す る 上 で
、 もっ と も強力な武器 に な っ て る の が 、 比1兪

の 様 々 な用 法で ある 。 ザ ミ ャ
ーチ ン は 、 と くに 1917年か ら20年 に か けて 執筆 し

た
一

連の 短編小説 に お い て 、 独 自の 比喩 の 展 開法 を育て て い っ たが 、

〔2〕 今 回

は 、 その なかで も比喩 の 展開が も っ と も完成 され た形で 現れ 、 また 、多彩な比

喩の ヴ ァ リエ
ー

シ ョ ン を見せ て い る 『洞窟』　（1920）を中心 に 取 りあげて 、 ザ

ミ ャ
ー

チ ン の 比 喩の 用法の 独 白性 を探 っ て い く。

　ザ ミ ャ
ー チ ン の 比喩 につ い て 述べ る とき 、

つ ね に留意 すべ きこ とが ふ た つ あ

る 。 ひ と つ は 、 何 らか の 解釈 を与える前に 、 まず、 で きる だ け正 確に比喩の 展

開の 過 程 を理 解 し、記述 する こ と。 ザ ミ ャ
ーチ ン の 比喩 は 、 上 述 した よ うに 、

作品全体の 枠の なか で 組織的に 展開 し 、 そ の 展開の 過程 もさまざまな タ イプの

もの が あ る か らで ある 。 もうひ とつ の 留意点は 、 個 々 の 比喩 の 属性 を 、 小説 と

い うジ ャ ン ル に 内在する ほ か の 要素 と関連 させ て 検討す る こ と。 ザ ミャ
ー

チ ン

の 短編小 説の ほ と ん どは 3人称 で 語 られ て い る の で 、語 り手の 形態や 主 人公 の
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に 、
一 瞬の ぞ くとか げの 尻尾」 の よ うに 、隣接性 、連続性 が確保 され、 シ ン タ

クス の 上で 優i位 に立 っ て い る点 な どが 挙げ られ る
。

こ こで もや は り、 こ うした

文体が 比喩 同士の 連 合 を 前景化 し、 本来の 「顔」 の 映像 を背景に押 しや っ て い

る。

　 　　　 　　　 　　　 　　 3．比 喩 の 動 的展 開

　今 まで 見て きた よ うな 「重ね焼 きの 手法」は 、 ふ たつ の 空間 、 ある い はふ た

つ の 映像を 「表と裏」 とい う形で 、 しか も 「表 と裏」 を逆転 させ て提示 して い

るわ け だが 、 こ う した映像の 提示の 仕方は 、 先 ほ ど指摘 した よ うに 、全体か ら

部分 へ
、 とい う動 きは ある もの の

、 どち らか と言 えば静的な映像 を喚起する も

の で ある 。
つ ぎにザ ミ ャ

ー チ ン の 比 喩の 用 法 にお け る動的な側面に つ い て 見て

い きたい
。

　ザ ミ ャ
ー チ ン の 比喩が 動 的に 展開す る と き、 そ れ は対象の メ タ モ ル フ ォ

ー ゼ

に つ なが り、 しか も 、 しば しば グロ テ ス クな メ タモ ル フ ォ
ー ゼ を生 じて い く。

た とえば 、 隣人の 顔 を荒れ 地の 風景に重ね合わせ た先 ほ どの 引用2 の しば ら く

あ と に 、 つ ぎの よ うな文が 現れ る 。

［3］黄色 い 石 の 歯が 、 雑 草の 隙間 か ら 見 える 。 黄色い 歯が 、 目か ら生 え

て くる。 オベ ル トゥ イシ ェ フ の か ら だ じ ゅ うに歯が生 えた 、 歯は どん どん

長 くな っ て い く。 　（414）

　こ れ は 、 引用2 の 後半の 文 に お け る 比喩の 展開 の ヴ ァ リエ … シ ョ ン に な っ て

い る 。 引 用3の 前半 は 、原 文で 見る とわ かる よ うに 、 対句法の か た ちで 比喩が

展 開 して い て 、 や は り対句法 を用 い た引用 2 の 展開 を模倣 しなが ら グロ テ ス ク

なメ タモ ル フ ォ
ー ゼ を導入 して い る の で あ る

。

引用 ［2］cKB ・ 3b 　6ypbHlt − ・＞Ke 皿 Tblc 　KaMcHHLIe 　3y6 』璽

　 　 　 　 Me 冫K 几y　KaMHeH − MrHeBeHHblva 　HUepMqHblva 　xBocTvaK

引用 ［3」》KenTble 　KaMeHHble 　3y6bl 　cKBo3b 　6ypbml

　 　　　 ）Ke 皿 Tble 　3y6bl − ・H3 ・rπa3

］

］

］

ユ

abaC［

［

L
［

　こ の よ うに 、　 「雑草 の 隙 間 か ら黄色 い 石 の 歯が 見 え る」 とい う同
一

の 映像か

ら、
一

方は 、 a か らb へ と 、 対 象 を変形 させ ず に 、 もっ ぱ ら修辞 の レ ベ ル で 比
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喩 を展開 させ 、 もう一方 は 、a か らc へ と、 グロ テ ス ク な映 像 を生 み つ つ
、 対象

を変形 させ て い く。
こ う した枝分か れ 的な展 開を物語の 流 れ とあわせ て 考えて

み る と 、 主 人公 の 意識の 状態が比 喩の 展 開を動機づ けて い る こ とが わ か る 。
つ

ま り、物語 の hで は 、引用 2 の 時 点で の 主人公 は まだ希望 を抱 い て い る状態で

あ る の に た い し、引用3 の ほ うは 、主人公 が絶望的状態へ と突 き落 とされ る場

面の 描写だか らで ある 。

　また、 こ の 「目か ら歯が生 えて くる 」 とい うグ ロ テ ス ク な映像 は 、そ の 直後

の 文で は 「か らだ じゅ うに 歯が生 えた」 と発展 し 、 作 品の そ れ 以 降の 部分 で

も、 　 「か らだ じゅ うに歯の は え た オベ ル ト ゥ イ シ ェ フ 」 とい う表現が 繰 り返 し

現 れ る。
こ の よ うに 、 ザ ミ ャ

ー
チ ン の 作品に お い て は 、 比喩が 展開 した 結果 と

して の 奇異 な映像 は 、 しば しば…
種の 決 ま り文句 の よ うに テ ク ス トに定着す

る 。

　つ ぎに 、 動的な比喩の 展開の 二 番 目の 例 と して 、 比喩が現 実化 （事物化）す

る過程 を見て お く。

「41 聞こ えて くる 、 階下 の オベ ル トウ イ シ ェ フ家で は 、 石 の 斧で 、 小舟

の 木材 を割 っ て い る 。 石の 斧で 、 マ ル チ ン が い くつ もの 断片 へ と切 り刻 ま

れ る 。 　（412）

　こ こで は 、対 句法 を使 うこ とで 、 ギ人公 の せ っ ばつ ま っ た精神状 態が比 喩的

に表現 され る 。 そ して 、 こ の つ ぎの 文で 、 「切 り刻 まれ た断片 1 とい う比 喩 は

現実化す る 。

［5］マ ル チ ン の 断片 の ひ と つ は 、 マ
ー

シ ャ に 向か っ て 粘十 の よ うに微笑

み 、 　 ［…1 マ ル チ ン の もうひ とつ の 断片は 、勝手 に 部屋 に入 り込 んで きた

鳥 の よ うに 、 天井 や 窓 ガ ラ ス や 壁 に わ け もわ か らず無 闇に ぶ つ か っ て い

た 。 　（412−413）

　さ らに、比 喩の 現実化の 過程で 生 まれ た副次 的な比喩で ある 「鳥」 も、 この

1 ペ ー ジほ どあ との 文章 に お い て 現 実化す る 。

［6］台所で 何 か 音が す る 。 飛 び込 んで きた鳥が舞 い 一ヒが り、 右 へ
、 左 へ

と 、 翼で が さが さ音 を立 て て い る 。 そ して 突然、絶望的に 、 力 まか せ に胸
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に よ っ て 擬人 化され た 「10月 29日」の メ タ フ ァ
ー で あ る と読め る 。

い ずれ にせ

よ 、
こ の 「老婆の 目 亅は 、 名詞 「黄昏」 と動詞 「年老 い る 」 との つ なが りか

ら、連想的 な相似性 の 軸 に沿 っ て テ ク ス ト上 に現 れ た もの だ 。 と ころ が 、 こ の

「実在 しない j 老婆の 目は、 そ の 続 きの 文章 におい て 物語の 空間内の 「実在す

る」事物 と隣接 し、事物 を変形 させ て い く。 天 井が 落 ち、部屋 の なか の 事物 が

押 しつ ぶ され 、 さ ら に は 、 主 人公 とそ の 妻 まで もが変 形 を こ うむ る 。 原 文で

は 、

“

no バ とい うひ とつ の 前置詞 に よ っ て 「老婆の 目」 と事物 との 隣接性が 確

保 され 、 相似 性 か ら連 接性 へ の 展 開が可 能 とな っ て い る 。 そ して 、 さ きほ どの

例 と同 じように 、 変形された 映像 は こ の あ と も繰 り返 し提示 され て い く。

　 また、 こ こで も、 こ うした メ タモ ル フ ォ
ーゼ に は 、 自分 の 犯 した 盗み が発覚

す る こ とを極度に 恐れ 、 重苦 しい 現実 に押 しつ ぶ され そ うな主人公の 意識が投

影 され て い る こ とを指摘 して お く。

　　　　　　　　　　　 4．語 り手 、 主人公 、 比喩

　さて 、動 的な比喩の 展開の 例 をい くつ か見て きた が 、
い ずれ の 場合 も 、 主 人

公の 意識や 心 理 の 動 きが 比喩の 生 成や 比喩の 展開 に大 き く関わ っ て い た 。 そ こ

で 、 今度 は主 人公 の 意識 と比 喩 との 関係 を 、 さらに語 り手 とい う要素を考慮に

い れ て 検討 した い
。

　 『洞窟』の 語 り手 は 、 ザ ミ ャ
ーチ ン の 他の ほ とん どの 短編小説の 場合 と同 じ

よ うに 、 人格化 され な い 語 り手、言 い 換 えれ ば 、 3 人称小説の 機能 と して の 語

り手で あ る。 そ して 、 こ の 作品の 場 合 、 叙述の ほ とん どすべ て が 主入公 の 行動

や 知 覚や 意識 に もとつ い て い て 、
い わ ばモ ノ ドラ マ の 性質を持 っ て い る の で 、

地 の 文 に お い て 主 人公の 意識が描 出 されやす い 環 境 だ と言え る 。 た とえ ば 、
つ

ぎの 文章な どは 、 内容 の 面 で も文体面で も、 こ れが 主 人公 の 意識 を描 出 した も

の だ とわか る 。

［8］マ ー シ ャ の こ と だ っ て 同 じだ 、 ち ょ っ と目 を閉 じて 彼 女の 声 を聞 く

だ けで 、 彼女が 昔の ま まだ と信 じる こ とが で きる、今 に も笑い 声 を あげて

ベ ッ ドか ら起 きあが り、抱 き しめ て くれ る の だ と信 じ る こ とがで きる 、 そ

れ に 、

一
時間 前の 、 ナ イフ で ガ ラス を削 る ような音 、 あれ は 彼女の 声 じ ゃ

ない 、 け っ して 彼女 なん か じゃ ない と… （412）

文体の 特徴 を原文で 見て み る と 、 動詞の 時制 に 関 して は 、 通常の 地 の 文で は
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過去形 を基調 と して い る の に たい し、
こ こ で は もっ ぱ ら現在形 と不定形が用 い

られて い る 点や 、 また 、 コ ロ ン や カ ン マ を多用 す る こ とで 、短い 節や句をだ ら

だ らと数珠つ な ぎに して い る点、 ある い は 、主人公 を言及す る3 人称代名詞や

固有名詞 が 姿 を消 して い る 点な どに気が つ く。
こ うした文体が 通常 の 地の 文 と

意識 の 描 出 とを弁別す る 指標 に もな っ て い る の だが 、 も っ と も注 目す べ き点

は 、 意識の 描出 で あ る に もか か わ らず 、 1 人称代名詞 や動詞の 豆 人称現在形が

まっ た く使わ れ て い な い 点で あろ う。 そ の こ とは 、 こ の 文章だけで な く、意識

を描 出 して い る作 品の ほかの 部分 につ い て も言える こ とで 、 なにか 、 故意 に1

人称 の 使用 を避 けて い る とい う印象 さ え受 ける 。
つ ま り、 意識 の描 出が 1 入称

基調の 内 的独 白と して 形式 的 に完成 して しまうこ と をザ ミ ャ
ーチ ン は 避 け て い

る と思 われ るの で あ る 。 こ う した内的独 白 と間接話法 との 中間形態 とで もい う

べ き描 出法が 、
い っ たい 何 を意味 して い る の か を考 えて み たい

。

［9］ ナ イ フ で ガ ラ ス を削 る 音 。 だが 、 今 とな っ て は ど うで も よい こ と

だ 。 機械 み た い な手 と足 。 手足 をあげ た りお ろ した りする には 、船の 起 重

機み たい に 鎖や 巻 き上 げ機の よ うな もの を使わ なけれ ばな らない
。 そ して

巻 き上 げ機 を まわすに は 、 ひ と りじゃ だめ だ 。 一｛人 は要る 。 無理 して 鎖 を

ひ っ ぱ りなが ら 、
マ ル チ ン ・マ ル チ ヌ イチ はポ ッ トや フ ラ イパ ン を火 にか

けた り、 オベ ル トゥ イ シ ェ フ の 薪 の 残 りを火 に くべ た り した 。　（417）

　主人公の 妻の 金切 り声 をあ らわす 「ナ イ フ で ガ ラ ス を削 る音」 とい う比喩が

引用8 か ら引 き継 がれ た もの で あ る こ とか ら 、
こ の 文章 も意識 の 描 出で 始 ま っ

て い るこ と が わか る 。 そ して
、 「機械」 とい う比喩が 主人公 の 意識の なか で 生

まれ 、 つ ぎの 文 で は 、 こ の 比 喩が 「鎖 」や 「巻 き．ヒげ 機」 な どの 映像 をと も

な っ て 展開 して い く。
こ こ まで は 、 動 詞の 過去形や 主 人公 を 言及す る 3 人称 は

使わ れず 、 主人公 の 意識 の 描 出 だ と解 され る 。
だが 、 最後の 文 にお い て 、 「マ

ル チ ン ・マ ル チ ヌ イチ 」が 「火 にか けた 」、 「火 に くべ た 」 とい うよ うに 、 3

人称 と過去形が現 れ 、 描 写の 視点が 主 人公 の 内郷か ら外側 に 移行 し、 語 り手 に

よる通常の 地 の 文 の 叙述 へ と戻 っ て い る a こ こ で 重要 な こ とは 、 意識の 描出か

ら通 常 の 地 の 文へ と叙述 が 移行 した あ と も、　 「鎖 を ひ っ ぱ りなが ら」 とい う形

で 、 主 人公 の 意 識が生 ん だ比 喩 の 要素が保 た れて い る こ とで あ る 。

　こ の あ との 文章に お い て も、　 「機械」の イ メ
ー

ジは受け継が れ 、 主人公 を外

側の 視点か ら描写する 語 り手の 言葉の なか に す っ か り定着 して い く。 そ して 、
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主 人公 の 身体 は ほ とん ど比喩 の み に よ っ て 言及 され る こ とに な る 。

［10］突然 、滑車の よ うな もの か ら鎖が は ずれ た 。 起重機の 腕が 、 どさ っ

と落 ら、 ポ ッ トと フ ラ イパ ン をお ろ か に もひ っ か けて しま っ た 。 床 がや か

ま しい 音 を立 て 、 洞窟の 神 は蛇の ように しゅ うしゅ うと唸 っ た 。　（417）

　 こ の よ うに 、主人公の 意識 の なか で 最初 に芽生 えた 比喩が 、意識 の 描 出か ら

通 常の 地 の 文へ と叙述 が 移行する過程で 展開 し続 ける こ とは 、比喩が 主人公 か

ら語 り手 へ と受 け渡 され る こ と を意味する 。 そ して 、 視点の 移行 を と もな うこ

うした比喩の 展開 にお い て 、 先ほ ど述べ た意識 の 描出法が 重要な役目 を果た し

て い るの で あ る 。
つ ま り、 もし意識 の 描 出が 、 董人称 を基調 とす る文体で な さ

れ た なら、主 人公 の 言葉 と語 り手の 言葉 との あい だ に 明確な境界線が 引かれ 、

連続 した比喩 の 展 開や 比喩 の 受 け渡 しは非常 に不 自然 な印象 を生 む こ と とな

る 。 ザ ミ ャ
ー

チ ン は 、 あ えて 1 人称 を使用 せ ず、無人称 を保 ちなが ら 、
い わ ば

主 人公 の 言葉 と語 り手の 言葉 との あい だの 中立地帯に意識 を描 出す る 。 こ うし

た 描出法 は 、 主人公の 意識の もとで 生成 した比喩 を語 り手が 3 人称基調 の 地の

文の なか に受 け継 い で い くとい う、 ザ ミ ャ
ー

チ ン 独 自の 比喩 の 展 開には欠かせ

ない もの だ と言え る 。

　無人称か ら3入 称 へ と移行 しなが らの こ うした比 喩の 展 開は 、今 まで 見 て き

た さ まざまな比喩の展開の例 に お い て も確認で きる 。 た とえば、相似性か ら隣

接性 へ と向か う比喩の 展開の 例 と して 挙 げた引用7 にお い て も 、 老婆 の まな ざ

しに見つ め られ て事物が折 れ 曲が り、 天井が 落 ちて くる とこ ろ まで は無人称が

保た れ 、 動詞 も現在形が基調 とな っ て い るが 、 主人公 が 天 井 に押 しつ ぶ され る

時 点 で 、3 人称 と過去 形 が比 喩の 展 開 を受け つ い で い る 。
つ まり、 天 井が 落 ち

て くる まで の
一連の 比喩の 展 開は 、 主 入公の 視 点を通 して 、 主人公の 意識 に基

づ い て 行 われ 、 主 人 公 が 押 しつ ぶ され る 時点 で 、 視点が 主 人公 の 外側 に 移行

し、 比 喩の 展 開が 語 り手の 藷葉 へ と受け継がれて い る の で ある
。

　こ の よ うに 、 『洞 窟』 に お け る比喩 の 多 くは 、 主 人公 の 意識 の も とで 生起

し、 語 り手 に受 け継が れ て い くが 、 作品 中の すべ て の 比喩 に 主 人公 の 意識 が 関

与 して い る わ け で は ない
。 た とえば 、 こ の 作品 にお ける もっ とも中心的 な比喩

で あ る 「洞 窟」 や 「洞窟の 神」 、 さ らに 、 そ れ ら と隣接 した 「∀ ン モ ス 」 、

「岩」 な どは 、 もっ ぱ ら語 り手が供給 した もの と考え られ 、主人公 の 意識 とは

無関係 に使用 され て い る 、， そ う して 考 えて み る と 、 た とえば引用 10の 「滑車か
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ら鎖が外れ て起重 機が ポ ッ トを床 に 落 と し 、 洞窟の神 が蛇の ように シ ュ ウシ ュ

ウ と唸る」な どの 文 で は 、 主人公 の 意識の もとで 生 まれ た比喩 「機械」と、語

り手が供給 した比喩 「洞窟の 神」 とが ひ とつ の 文の 中で 出合い
、 異質な比喩が

ひ とつ の 場所 に混 在 して い る こ とに気づ く。 ザ ミャ
ーチ ン は

一
度提示 した比喩

を何度 も反復 して 使用す るの で 、
こ の よ うに 、主 人公の 意識 の もとで 生 まれ た

比喩 と語 り手が 供給 した比喩 との 密接な混在が 生 じて くる の だ と言え る 。

　　　　　　　　　　　　　　 5，む すび

　以 E、 『洞創 にお ける比 喩の 用法 を様々 な視点か ら検討 して きた 。 最後 に

もう
一

度全 体 を まとめ て お く。 まず比喩の 展開 を動 的な もの と静的 な もの とい

うふ うに、大 きくふ たつ に分け 、 静的な もの と して 「重ね焼 きの 手法」を 、 動

的 なもの と して メ タ モ ル フ ォ
ー ゼ や 比 1兪の 現 実化 を論 じた c， こ こ で い う 「静

的」 、 　「動 的 1とい う区別は
、 描写の 手法の ひ とつ で ある 比喩が 、 描写 され る

事 象や物語 の 秩 序 に た い して 動的な影響 を与える か ど うか とい う視点か らの 区

別 で ある ，， 動的な展開で あ る メ タモ ル フ ォ
ーゼ や比喩 の 現 実化 は 、 物語 の 舞台

h の 秩序や事物 を動的 に変形 して い くもの で あ り、 そ れに たい し、 静的な展開

で あ る 「重 ね焼 きの 手法」 は 、 物語 の 実際の 空 間や形象を希薄な存在として 背

景 に押 しや り、 それ とは別の 次元 に 、
つ ま り、言語表現そ の もの の なか に 、 も

うひ とつ の 空 間を構築 して い くもの で あ っ た 。 そ して 、 こ うした動 的お よび静

的な比喩 の 展 開の 分析 を通 して 、 相似性 と隣接性 との 積極 的な連繋 がザ ミャ
ー

チ ン の 比喩の 展開に おい て非常 に重 要な動 因と な っ て い る こ とが明 らか となっ

た 。 さ らに 、 その こ とに付随 して 、隠喩や直喩か ら喚喩 へ と向か う傾向が見い

だ され た 。 そ して 最後 に、 irl人公 の 意識 と比喩 との 関係 を 、 語 り手とい う要素

を加味 して 検討 した 。
こ こ で は 、 比喩 の 展開が主 人公 か ら語 り手へ と受け渡さ

れ る プ ロ セ ス を検討 したが 、 そ う したプ ロ セ ス が 、意識 を描出 する と きの 無人

称的、 中立 的 な 、独 自の 文体 に よ っ て 支 え られ て い る こ とが 明 ら か とな っ た 。

さ ら に 、 二 種類の 比喩 、
つ ま り、 主 人公 の 意識の もとで 生成 した 比喩 と 、 もっ

ぱ ら語 り手が供給 した比 喩とが 、 テ クス トの 辷で 出合 い
、 混在 して い る こ とを

指摘 した
。

　今回の検討で 見い だ され たザ ミャ
ー

チ ン の 比喩の お もな特性 、
つ まり、 隣接

性 と相似性 との 連繋、 隠喩か ら喚喩 へ と向か う傾向 、 そ して 、 主人公 か ら語 り

手へ と受 け渡 され る比喩の 展 開な どは、 マ ヤ コ フ ス キ イ、 フ レー ブ ニ コ フ 、
パ

ス テ ル ナ
ー

ク とい っ た、ザ ミ ャ
…チ ン に わずか に先行す る未来派の 詩人 た ちの
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比 喩の 用 法 と比較す る うえで 有効 な視点 とな る こ とに まちが い ない 。 た とえ

ば 、 ヤ コ ブ ソ ン が 指摘 す る マ ヤ コ フ ス キ イ や フ レ ー ブ ニ コ フ に お ける 比喩

（lrope）の 現実化 も、 隣i接牲 と相似性 、 喚喩と隠喩との連関 とい っ た視点や 、

個 々 の 作品の ジ ャ ン ル の 視点か ら も う
一

度検討 して み る価値が あ る 。 あ るい

は 、 やは りヤ コ ブ ソ ン が指摘す る パ ス テ ル ナ
ー

クの 文体 に 内在する喚喩性 と、

ザ ミ ャ
ーチ ン の 比 喩の 喚喩へ 向か う特性 とを比較 し、 それ を もとに 書 き手 と

ジャ ン ル との 関わ り方 を検討する こ と も価値 ある研究 となる で あろ う。
い ずれ

にせ よ
、 1910年代 か ら 1920年代初頭 にか けて の ロ シ ア の 言語芸術 に たい し 巨1ヒ

喩」 とい うひ とっ の 観点 を持 っ て 、 今後 も研 究 を重ねて い くつ もりで ある 。

註　　 『洞窟．1 に 関す る本稿の考察、お よび拙訳 に よる引用 は 以下 の 版に もとづ き、引

　　用 末尾の 括弧 内は こ の 版に おけ る該当ペ ージ を示す 。

　　　3aMfi’rnH ，　E ．
．
H ．　Heulepa ！！H36paHHbie 正lp〔〕M3Bep4eHMA 　B　2−x　T．　M 〔〕cKBa ：Xy 八〔〕

一

　　）KccTBeHHaH 　md
’
repaTypa ，ユ990．　T 、1．c．411−4ユ9．

　　　 （こ の 2 巻選 集 を以
．．
ド

“ HH ”
と略記する 。 ）

（1）　E ．M ．3aMHTml ．3aKyJmcbi 〃 Hn ．T ．2．　c．393−404．

c2） こ の 時期に執筆さ れ 、比
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Netes on  the Imagery  in Zamyatin's Short Stories

Kazunao SUGIMOTO

  In treating the style  of  E. Zamyatin. no  critic can  forget to refer  to his elaboratc  use  of

irnagery, Zamyatin's imagery shows  a great variety  and
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tion of  metaphor.  The  metaphor  which  has been  realized  cannot  be a  metaphor  any  IQnger,

and  becomes a neighboring  object  to thc  protagonist. Zamyatin then uscs  this object  as  a

metonymy  for the protagonist`s wavering  state  of  mind  by making  the object  transform er

move  in an  eccentric  way.  This process of  realization of  metaphor,  on  one  hand, shows  the

function ef  promoting thc principle of  equivalence  to the dcvice ef  contiguity,  which  R.

Jakobson calls 
''the

 poetic iunction,'' and  on  the other  hand, it demonstrates a  possibility of

dynamic use  of  imagery in the third-person narratives, In The Cave, which  is narrated  in the

third-person style,  the metaphors  produced in the  course  of  interior monologue  by the pro-
tagc}nist become  rcalized  and  promc)tcd to metonymies  in the discoursc by the narrator.  This

process means  that pieces of  imagery are  handed  over  from the  protagonist to the narrator,

In this way  Zamyatin has adopted  and  evolved  the realization  of  metaphor  in his narrative

work.

  These  are  thc cxttmples  of  analysis  of  Zamyatin's  use  of  imagery. The  points of  view  prc-
sented  above  will  surely  help us  when  comparing  his use  of  imagery with  that ef  his contem-

perary poets more  closely.  or  when  comparing  his style  w'ith  another  writer's.

-94-


