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書道
しょどう

に魅
み

せられて 

～ 今回
こ ん か い

みみタロウ
た ろ う

は、書道
し ょ ど う

を学
まな

んでいるウソフ
う そ ふ

 スタニスラフ
す た に す ら ふ

さん（東近江市
ひ が し お う み し

）にお会
あ

いしました。～ 
 

私
わたし

は４年前
 ね ん ま え

、ロシア
ろ し あ

から来日
ら い に ち

し、

今
い ま

、 淡
たん

海
かい

書道
し ょ ど う

文化
ぶ ん か

専門
せんもん

学校
が っ こ う

で

勉強
べんきょう

をしています。 私
わたし

が日本
に ほ ん

で

書道
し ょ ど う

を勉強
べんきょう

するようになったのは、

おそらく家庭
か て い

や国
く に

の状況
じょうきょう

などの

背景
はいけい

があるのかもしれません。 

 

私
わたし

の国
く に

、ロシア
ろ し あ

は近年
きんねん

大
おお

きな国家
こ っ か

体制
たいせい

の変革
へ ん か く

がありまし

た。１９１７年
ねん

の革命
か く め い

で、ロシア
ろ し あ

帝国
て い こ く

はソビエト
そ び え と

連邦
れ ん ぽ う

という社会
し ゃ か い

主義
し ゅ ぎ

共和
き ょ う わ

国
こ く

となりましたが、１９９１年
ねん

にその体制
たいせい

は崩壊
ほ う か い

し、

ロシア
ろ し あ

連邦
れ ん ぽ う

となりました。今
い ま

でこそ様々
さ ま ざ ま

な文化
ぶ ん か

を自由
じ ゆ う

に謳歌
お う か

できるようになりましたが、ソビエト
そ び え と

時代
じ だ い

は資本
し ほ ん

主義
し ゅ ぎ

の国々
く に ぐ に

と

ほとんど交流
こうりゅう

のない鎖国
さ こ く

時代
じ だ い

に似た
に

状況
じょうきょう

で、数
かず

少
す く

ない友好
ゆ う こ う

国
こ く

であった日本
に ほ ん

との交流
こうりゅう

は、当時
と う じ

の人々
ひ と び と

にとって外
がい

国文化
こ く ぶ ん か

に触
ふ

れる貴重
き ち ょ う

な機会
き か い

となっていました。私
わたし

の祖母
そ ぼ

も日本画
に ほ ん が

のカレンダー
か れ ん だ ー

などを入手
にゅうしゅ

すると、使用
し よ う

期間
き か ん

が終
お

わっても

大切
たいせつ

に し 、 絵
え

の 部分
ぶ ぶ ん

を 切
き

り 取
と

っ て 飾
かざ

っ た り 友達
と も だ ち

へ の

プレゼント
ぷ れ ぜ ん と

にしたりしていました。そして共
と も

に画家
が か

だった両親
りょうしん

も、大学
だ い が く

で絵画
か い が

を勉強
べんきょう

する傍ら
か た わ

東洋
と う よ う

美術
びじゅつ

や思想
し そ う

を研究
けんきゅう

し、

また父
ちち

は柔道
じゅうどう

を習
な ら

ったりもしていました。そうした両親
りょうしん

の下
も と

、

私
わたし

は幼
おさな

い頃
こ ろ

から東洋
と う よ う

の話
はなし

を沢山聞
た く さ ん き

きながら育
そだ

ちました。  

 

私
わたし

自身
じ し ん

は、大学
だ い が く

、大学院
だ い が くい ん

の８年間
ねんかん

、数学
す う が く

を専攻
せ ん こ う

し、情報
じょうほう

処理
し ょ り

安全
あんぜん

確保
か く ほ

を専門
せんもん

に勉強
べんきょう

しました。しかしそれとは別
べつ

に、

大学
だ い が く

の頃
こ ろ

から日本
に ほ ん

の歴史
れ き し

、文化
ぶ ん か

、言語
げ ん ご

への関心
かんし ん

が大
おお

きくな

り、独学
ど く が く

で日本語
に ほ ん ご

を勉強
べんきょう

し、東洋
と う よ う

文化
ぶ ん か

の資料
し り ょ う

を取
と

り寄
よ

せる

などして研究
けんきゅう

する事
こ と

を楽
たの

しみにしていました。「書
し ょ

」は

言語性
げ ん ご せ い

もあるので外国人
が い こ く じ ん

にはあまり一般的
いっぱんてき

なものではなか

ったのですが、そうした中
なか

で「書
し ょ

」に出会
で あ

い、これに一目
ひ と め

惚
ぼ

れをしてしまいました。そしてこれをやりたいと強
つ よ

く思
お も

ったの

です。大学院
だ い が くい ん

を卒業
そつぎょう

すると、自分
じ ぶ ん

が最
もっと

もやりたかったこと、

つまり日本
に ほ ん

文化
ぶ ん か

との出会
で あ

いのために来日
ら い に ち

し、まず大阪
おおさか

の

日本語
に ほ ん ご

学校
が っ こ う

で二年間
に ね ん か ん

勉強
べんきょう

しました。その間
かん

、様々
さ ま ざ ま

な日本
に ほ ん

文化
ぶ ん か

に触
ふ

れる内
う ち

に、書道
し ょ ど う

への思
お も

いは確信
か く し ん

となり、淡
たん

海
かい

書道
し ょ ど う

文化
ぶ ん か

専門
せんもん

学校
が っ こ う

に入学
にゅうがく

することにしました。 

 

実際
じ っ さ い

に本格的
ほ ん か く て き

に書道
し ょ ど う

をするのはこれが初
は じ

めてでした。

漢字
か ん じ

が中心
ちゅうしん

の「書
し ょ

」は、外国人
が い こ く じ ん

にとって 難
むずか

しい場面
ば め ん

もありま

すが、漢字
か ん じ

があるからこそ面白
お も し ろ

いと感
かん

じています。この学校
が っ こ う

で書道
し ょ ど う

を学
ま な

ぶ中
なか

で、多
おお

くの良
よ

い人々
ひ と び と

との出会
で あ

いもあり、書道
し ょ ど う

についての印象
いんしょう

もどんどん幅広
はばひろ

く豊
ゆた

かなものに膨
ふ く

らんでい

きました。そして、どうして私
わたし

が書
し ょ

に惹
ひ

かれたのかが理解
り か い

で

きたのです。 

 

書
し ょ

は中国
ちゅうごく

で生
う

まれ、漢字
か ん じ

文化
ぶ ん か

と共
と も

に日本
に ほ ん

に伝
つた

えられた

文字
も じ

の造形
ぞ う け い

美術
びじゅ つ

です。他
ほか

の国
く に

にも美
うつく

しく文字
も じ

を書
か

くという

文化
ぶ ん か

はありますが、現代
げんだい

社会
し ゃ か い

においては、書
か

いたものが読
よ

めればいいという 考
かんが

え方
かた

が主流
しゅりゅう

となっています。私
わたし

の国
く に

で

も、ロシア
ろ し あ

帝国
て い こ く

時代
じ だ い

には身分
み ぶ ん

の高
たか

い人
ひ と

達
たち

が字
じ

を練習
れんしゅう

してい

ましたが、社会
し ゃ か い

主義
し ゅ ぎ

の時代
じ だ い

にこの文化
ぶ ん か

は大切
たいせつ

にされず、き

れいに書
か

くという意識
い し き

は希薄
き は く

になっています。 

 

書
し ょ

は、ペン
ぺ ん

や鉛筆
えんぴつ

ではなく、墨
すみ

と筆
ふで

を使
つか

って書
か

くというとこ

ろに大
おお

きな特徴
とくちょう

があります。こうした用具
よ う ぐ

を使用
し よ う

することで、

描
えが

かれる線
せん

に太
ふ と

さや 勢
いきお

いなどの豊
ゆた

かな表情
ひょうじょう

が生まれるため、

書
し ょ

は「線
せん

の美術
びじゅ つ

」とも言
い

われています。そして良
よ

い作品
さ く ひ ん

は

「自分
じ ぶ ん

の腕
う で

」だけでなく、「文房四
ぶ ん ぼ う し

宝
ほ う

」と呼
よ

ばれる筆
ふで

、紙
かみ

、墨
すみ

、

硯
すずり

の用具
よ う ぐ

と共
と も

に生
う

み出
だ

されるとされており、こうした用具
よ う ぐ

も

大切
たいせつ

にされています。こうしてできあがった作品
さ く ひ ん

には、それ

自体
じ た い

の美術性
びじゅつせい

があるばかりでなく、「書
し ょ

は人
ひ と

なり」という言葉
こ と ば

があるように、書
か

いた人
ひ と

の個性
こ せ い

が表
あらわ

れ、その人
ひ と

の息
い き

づかいさ

え感
かん

じられるものとなります。更
さ ら

にはそれを見
み

る人
ひ と

も、作品
さ く ひ ん

と

向
む

き合
あ

う時
と き

、自身
じ し ん

の個性
こ せ い

も表
あらわ

れる興味深
き ょ う み ぶ か

い世界
せ か い

です。 

 

古
ふ る

い歴史
れ き し

のあるこの文化
ぶ ん か

には、時代
じ だ い

により様々
さ ま ざ ま

な書法
し ょ ほ う

が

あります。中
なか

でも 私
わたし

が一番
いちばん

好
す

きなのが、「隷書
れ い し ょ

」で、 昔
むかし

官僚
かんりょう

が公文書
こ う ぶ ん し ょ

を記
し る

すのに

用
も ち

いていた書体
し ょ た い

です。

日本
に ほ ん

では大正
たいしょう

時代
じ だ い

の

看板
かんばん

や 千円
せんえん

札
さ つ

の

「千円
せんえん

」という文字
も じ

に

見
み

られるきちんとした

字体
じ た い

です。                          

 

 書
し ょ

を求
も と

めて日本
に ほ ん

にやって来
き

て、竜
りゅう

宮城
ぐうじょう

からなかなか戻
も ど

れ

ない「浦島
う ら し ま

太郎
た ろ う

」※（次
じ

頁
ぺーじ

）のようになってしまいました。これ

からどんな道
みち

を進
すす

もうとも、書
し ょ

を学
ま な

び続
つづ

け、人生
じんせい

の友
と も

として

大切
たいせつ

にしていきたいと思
お も

っています。そして機会
き か い

があれば、

書道
し ょ ど う

の素晴
す ば

らしさを広
ひろ

く伝
つた

えていければ嬉
う れ

しいです。 

隷書
れいしょ

で書
か

かれたウソフ
う そ ふ

さんの作品
さくひん

 


