
Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Assooiation 　 of 　 Russian 　 Soholars

ゲル ツ ェ ン の 『誰 の 罪 か ？』 に つ い て

一 表題 と エ ピ グ ラ フ の 分析を中心 に
一

生　　田　　美　智　子

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　1

　 ゲ ル ツ ェ ン が 『誰 の 罪か ？ 』 を発表 した の は 1847年 の こ とで あ っ た 。
こ の 作

品に よ りゲル ツ ェ ン は 「自然派」 の 作家 と して の 地 位を不 動の もの に した 。

　 と こ ろが
，
は か らず もこ の年は ゲ ル ツ ェ ン の 生涯 に おけ る陋 シ ア 時代 （1812−

1847年）」 と 「西欧時代 （1847−1870年）」 とを画す る分水嶺とな っ た 。 彼は こ

の作品が一冊の 本 の 形 で 出版 され た 直後， ロ シ ア を あ とに し ω ， 二 度 と祖国の

土 を踏む こ と は な か っ た。

　 こ の よ うな背景を もつ 『誰 の罪か ？』は ゲ ル ツ ェ ン の 小説群中で中心 的な位

置を占め る ばか りか ，
ロ シ ア 文学が 40年代か ら60年代へ 移行する うえで 重要な

里程標 とな っ た 〔2｝
。 それゆえゲ ル ツ ェ ン 研究家が こ れ を看過す るはずはな く，

かな りの 研究が見受けられ る 。 主人公 ベ リ ト フ が 19匿紀 ロ シ ア 文学を特徴づ け

て い る 「余計者」 で ある こ と もあ っ て
，

ベ リ ト フ を 中心 に す えた論稿が多 く，表

題と エ ピグ ラ フ は それ 自体 として は ， あま り顧 りみ られな い 傾向が あ っ た
1：3〕

。

　しか しな がら，表題 とエ ピ グ ラ フ に は ，
こ の 作品が 孕む 矛盾 ， 複雑 さ ，

ゲ ル

ツ ＝ ソ の 思想 と行動 の 諸特質，40年代 の ロ シ ア 社会思想の進歩性 とそ の 限界 と

が ほ とん どあます と こ ろな く現われ て い る よ うに 思われ る 。

　本稿は ， 以上 の 観点か ら表題 と エ ピ グ ラ フ に 照 明をあ て る こ とに よ り，従来

の 研究で は あま り明 らか に され て い なか っ た い くつ か の 問題点を考察す る もの

で あ る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2

　ゲ ル ツ ェ ン が 『誰の 罪か ？』の 執筆を開始 した の は，1841年流刑 地 ノ ヴ ゴ Pt

ドに お い て で あ っ た （4）
。 　じ つ は ゲ ル ツ ェ ン は ，執筆開始当初，表題 もエ ピ グ ラ フ

も見 い だ し て い なか っ た 。 蓑 題 は も ともと，『あ る教師 の 遍歴』 とい うの で あ

り，それに は エ ピ グ ラ フ は つ い て い な か っ だ 51
。 そ こ か らい か に し て現在の 表
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題 とエ ピ グ ラ．フ が生 まれ たか ， そ の 過程を た ど っ て み る と，作家 とし て の ゲ ル

ツ ェ ン の 成長の 軌跡が分 り，興味ぶ か い の で あ る が ， こ こ で は要点の み を列挙

す るに とど め る 。

　  　流刑が とけて モ ス ク ワ へ 帰還 した時に ゲ ル ツ ＝ ソ は 友人た ちに 作品 の
一

部を見せ るが不 評で ，筆を折 っ て しま っ だ
6）

。 数年後，原稿を 目に した ベ リ ン

ス キ イ の 強 い 勧め で 印刷に 付す決意を し，1845年 5月，《祖国雑記》の 発行者 ク

ラ エ フ ス キ イ に それを送 っ た 。 こ の 時の表題は 『ある教師の 遍歴 』で あ り， エ

ピ グ ラ フ は つ い て い なか っ た ｛7〕
。

　  　ク ラ エ フ ス キイは 印刷を しぶ り，1845年秋，ゲ ル ツ ェ ン は それ を書き直

した 〔81
。 脱稿日付を 1842年19）と記入 して い る こ とか ら考えて ，新 しい テ キ ス ト

（一部の 1− W 章） と ノ ヴ ゴ ロ ドの バ リ ア ン ト との 間に 本質的な違い は な い も

の と思われ る 。 書ぎ直した もの を送る際 に ，表題を 『誰 の 罪か ？』 に 変え，次

の エ ピ グ ラ フ を つ け る よ う依頼 し た。「本件 ハ 神 ノ 法廷 二 移送 シ 而 シ テ 終結 シ

タ ト見倣 シ 所定 ノ 文書 ヲ添付 シ 記録保管所 二 移 ス モ ノ トス 　　刑事 裁 判 所 調

書尹 。 IV章 の 終 りで 展開 さ れ る読者との 対話か ら判断 して ， こ の 頃に は 作品 の

全体的な構想が で きて い た と考え られ る 。

　  　《祖国雑記》1845年12月号に r誰の 罪か ？』 （一部の 1 − IV章）は 掲載 さ

れ た も の の
，

エ ピ グ ラ フ や そ の 他多 くの 箇所が 削除され て い た 。 作品 は 大成功

で あ っ た 匡”
。

　  1846年 1月 ， 検閲 の干渉 に こ りた ゲ ル ツ ェ ン は
， 農…奴で あ っ た ベ リ ト フ

の 母 親 の 前史が許可 されな い 場合は ，物語の 将来の 構想が歪ん で しま うの で ，

そ の ま ま印励した りせ ずに 送 り返 して くれ るよ う，ク ラ ；…フ ス キ イに依頼 した 。

ゴ 冐 ホ ワ ヤ通 りの 家 へ の 警察署長 の 訪問の 場面 も検閲か ら守 っ て くれ る よ う追

記 し た 〔礼

　  　1846年 2 月，ク ラ ニ フ ス キ イ に 二 部の 進捗状況を述べ ，そ こ で の 重要問

題は 結婚で ある と言 っ だ 13b

　  《祖国雑記》1846年 4 月号 に 一部 の V 一
冊 章が掲載 された 圏

。 検閲の 干渉

は 思 っ た ほ どで は な く， ささ い な もの で あ っ た 〔nm
。

　  ベ リ ン ス キ イ と ネ ク ラ ーソ フ の懇願に よ り，二 部は ，既刊の一部 も併載

した
一

冊 の 本の形で ，装い を あらた に した 《現代人》〔
te　IS47年 1 月号の付録 と し

て 出版 され た 。 献詞 とエ ピ グ ラ フ が つ い て い た 。
エ ピ グ ラ フ は 若干体裁が変わ

り， 次 の よ うに な っ て い た 。 「本件 ハ 犯 人不 明 ニ ヨ リ神 ノ 意志 二 委ネ而 シ テー

件書類 ハ 解決済 ト見倣 シ 記録保管所 二 移 ス モ ノ トス 　　調書」暁
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　以上 ，創作史を概観 し て きた が ， こ こ で ， 全体 の 構想が 明らか に な っ た 段階
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ　　　■　　　■　　　ロ　　　ほ　　　ロ

で 表題を 『誰の 罪か ？』 に 変更し
， それ と同時に エ ピ グ ラ フ を 掲げ よ うと し た

こ とを見逃 して は ならない 。
こ の こ とは ， 表題 と エ ピ グ ラ フ とが 不可分 の 関係

に あ り， それ らが作品 の 搆想全体 と有機的な結び つ きを もつ もの で あ っ た こ と

を伝えて い る 。

　い ま ひ と つ 見逃 し て は な らな い 事実は ，

一旦 没 に な っ た エ ピグ ラ フ を若干体

裁を変 え て ，掲載 し た こ とで ある 。 じつ は ，今 日に 至る も， エ ピ グ ラ フ を削除

した の は 誰か （検閲か ，
ク ラ エ フ ス キイか ，

ゲ ル ツ ェ ソ 自身か）， 判明 し て い

な い 暁 　し か しなが ら ， それ を 削除 した の が誰に せ よ ，
こ の 経緯は ，

ゲ ル ツ ニ

ン が エ ピ グ ラ フ に 固執 した こ とを物語 っ て い る 。 読者に こ の 作品 の 思想 を正 し

く伝える うえで ，
エ ピ グ ラ フ は な くて は な らな い もの で あ っ た か らに ちが い な

い
。

　 こ の こ とは，ゲ ル ツ ェ ン の よ うに 何 よ りも思想家で あ り，社会活動家 で ある

作家に と っ て ， と りわ け重要な意殊を も っ て い る 。 ゲ ル ツ ェ ン は
， 弾圧 の 時代

の 文学に つ い て 次 の よ うな こ とを言 っ て い る 。 「社会的 自由を奪われ た民衆の

もと で は ， 文学は 唯一の演壇で あ る 。 その 壇上か ら民衆は 自己の 憤激 と自己の

良心 の 叫びを聞か せ る こ とが で きる」眺 つ ま り，ゲ ル ツ ェ γ に とっ て，時代閉

塞状況に お ける 文学は ，社会活動や解放運動 と活動家 とを架橋す る もの で あ っ

た 。 そ れ ゆえ，われわ れ もそ うい うもの と し て 彼 の 作品 を読 まなければなる ま

い
。

　『ある教師の 遍歴』か ら，
エ ピグ ラ フ と不可分の 関係に ある 『誰の 罪か ？』 へ

の 表題 の 変更は
， 執筆過程 で の 構想の 社会的広が り と深 ま りとを伝 え て い る 。

QAHH 　 yqHTenb に つ い て の 物語か ら ，
コ マ ン は民衆の 憤激を訴 える 「告訴状」

と して の 旗色を鮮 明に し た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3

　ゲ ル ツ ェ ン が，当時 とし て は型破 りの疑問形ee を ロ マ ン の 表題 に すえた こ と

は 画期的なこ とであ っ た 。 彼は冒頭で い きな り 『誰の 罪か ？』 を問 うこ とに よ

り， 読者を緊張の 只中に 置 き， 彼 らに そ の 後の 主 題展 開 の ため の 回転軸を与え

よ うと した の で あろ う。 つ ま り，彼は ，読者が 『誰の 罪か ？』を問 う批判的な

態度で物語を読み進んで ゆけ る よ うに 配慮 した の に ちが い な い 。 しか も，ゲ ル

ツ ェ ソ は ロ マ ソ を閉 じなが らel 再 び r誰 の 罪 か ？』 の 問 い を発 し て い る の で あ

る 。 こ の こ とは ，読者 の 昌の 前に 『誰 の罪か ？』 を 明 らか に す る こ とが，ゲ ル
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ツ ェ ン に と っ て 重要な意味を もっ て い た こ とを示 して い る。

　 オ フ シ ャ ニ コ ・ク リ コ フ ス キ イ は 『誰 の 罪か ？』 の 問 い に 答え て ， 罪が ある

の は
， 「文化的 ・ 知的伝統の 欠如押 ，「わ が国 の 歴史的過去全体で あ る 1pmと言 っ

て い る 。 しか し， こ れ で は何 も答 えて い ない に 等 しい と言わ ざるをえな い 。

　 同様 に ，罪は 専制農奴制に あ るとあま りに も一
般的に 答え て しま うの は （そ

れ はそれ として 正 しい の で はあ る が），ゲ ル ツ ェ ン が提起 し た 罪の 復雑さや 彼

の 意向を抽象化 して し ま うこ とに な るだ ろ う。

　 ゲ ル ツ ェ ン は現実の どの 相を堤え て罪の 問 題を提起 した の で あろ うか 。 こ こ

で ，彼が 高潔な 三 人 の 主 人公た ち （ベ リ トフ ，ク ル ツ イ フ ェル ス カ ヤ
，

ク ル ツ

イ フ ェ ル ス キ イ） の生活が破壊 された と こ ろ で
， 『誰 の 罪か ？』の 聞い を出し

て い る こ とを忘れ て は な らない
。

つ ま り， 三 人の 男女の 愛情関係 の 破綻が明白

に な っ た と こ ろ で 『誰の 罪か ？』 を問 うて い る の で ある 。 こ の こ とは ， われわ

れがすで に 指摘 してお い た創作活動を伝え る ゲ ル ツ ェ ン の 言葉 （二 部で の 重要

問 題は 結婚） とも符合す る もの で ある 。

　執筆当時 の ゲ ル ツ ェ ン の 日記や手紙 ， 論文 （こ とに 『ある ド ラ マ に つ い て 』）

を読む と ，
ゲ ル ツ ェ ン の 問 題意識 の 中で ，倫理 ・ 結婚問題が か な りの ウ ェ

ー ト

を 占め て い た こ とが分 る 。 これに は ，ゲ ル ツ ェ ン と カ テ リーナ との 関係に起因

す る妻ナ タ ー リ ヤ と の 不 和 ， 親友オ ガ リ ョ フ の別居，ケ ッ チ ェ ル の 結婚生 活，

ジ ョ ル ジ ュ
・サ ン ドの 恋愛観，サ ン ・シ モ ン 主義 ， 近代 フ ェ ミ ニ ズ ム の 誕生pa

な ど，さまざまな要因が作用 して い た 。 ゲ ル ツ ＝ ン ば ， こ れ らの 関心事に 対す

る作家的総括 と し て ， こ の 作品 で 罪 の 問題を提起 した の で あろ う。

　ク ル ツ イ フ ＝ ル ス キ イ夫妻は ，幸福だが，社会問題 とは か か わ り の な い 隠棲

的な生活を送 っ て い た 。 彼 らの 前に ， 百 科辞典的な知識とあ りあ まる力に 恵ま

れ なが らも， 現実の 生活に それを適用 で ぎな い で 苦悩す るベ リ ト フ が現われ る 。

彼 は それ まで 「社会活動へ の 渇き」を癒そ うと ， 活動の 場を求め て ，長 い 挫折

の歴史を繰 り返 して きた の だ っ た 。 彼の 出現に よ り，ク ル ツ イ フ ェ ル ス カ ヤ の

胸に は ，今 ま で の 生活や夫 に対す る疑問 が生 じる。 彼女 の 前に は ，これ まで と

違 っ た世界が 開け，よ り良い 生活へ の 志向が芽生える 。 ク ル ツ イ フ ェ ル ス キ イ

は 妻 と友人 との 愛情関係に 気づ き
「
，身を ひ こ うとす るが，苦悩に 押 しっ ぶ され，

飲酒に 逃げ場 を見い だす 。 夫人 は 夫 もベ リ ト フ も愛し て い る こ とを 自覚す る と

ともに
，

ベ リ トフ を愛 した こ とに対 し罪悪感が な い の に驚 く。 けれ ども彼女 は

破滅覚悟で 夫 の もとに 残る 途を選ぶ 。

一方，ベ リ トフ は夫 人へ の 愛を断ち切 り，

何処へ と もな く姿を 消す 。 しか し，夫妻の 関係は 元 に 戻 らず，夫 は 酒 に 身を持
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ち崩し ， 要は 瀕死の病人とな っ て しま う。

　 三 人 と も，そ れ ぞれ の 立場 か ら個人 の 幸福を犠牲 に し た の だが ， 結局は 三 っ

の 破壊された生命の 遺骸が残 っ ただ けであ っ た 。 こ の結宋に つ い て ，三 人の う

ち で
，
KTo　BliHoBaT ？ （誰が有罪）で ，　 KTo 　HpaB ？ （誰が無罪）か 。 こ の 問 い

に は，Bce　npaBbl ．（全員無罪）で ある と答えるほ か な い 。

　 問題 の こ の ア ス ペ ク トで 示 され た ゲ ル ツ ェ ン の考 え は，彼の 日記や 論文の 中

で展開 され た 考 え の 系譜を ひ い て い る 。 よ り正確に は ，彼が模索 して きた倫理 ・

結婚問題が， P シ ア の 現実認識 と結び つ い て ，『誰 の 罪か ？』 に 結実 して い っ

た と考え られる 。

　三人 の 主 人公たち は ， 60年代の主人公で ある 「新 し い 人 々 」 の よ うに ，個人

の 幸福と社会の 幸福 と を統一し て 追 求する こ とは で きなか っ た 。 彼 らは 社会的

な約束事を個性に優先 させ るほ か なか っ た 。 個人の 自我の 覚醒 と専制農奴制下

の 支配的な社会倫理秩序とは相対立する もの で あ っ た 。

　ゲ ル ツ ェ ン は倫理 ・結婚問題を主軸 に 罪の 問題を提起 し た 。 し か し ， 彼は 決

して現実 の 社会生 活 の 諸条 件や社会的諸関係をぬ きに し て それを描 い た の で は

な い 。む しろ ，
ゲ ル ツ ＝ ン は人間関係を根底の 所 で 規定 し て い る 「時代 と社会」

との有機的な結び つ きの 中で それ を取 り上げた 。 次 の よ うな ロ マ ン の 独 自な構

造 も彼 のそ の よ うな姿勢 の 現われで ある 。

　周知 の よ うに ，『誰の 罪か ？』 は 二 部か らな る ロ マ ン で あ る 。

一
部 は主 と し

て登場人物た ち の 生 活の 歴 史が描かれ る伝記的オ ー
チ ェ ル ク で あ る。二 部 に な

る と物語は 世態的な平面か ら内面的な精神生活 の 領域に 入 るpm
。

一
部で 登場入

物た ち の伝記を さま ざまな角度か ら照 らして い た光源は ， 二 部に なる とベ リ ト

フ を照 らし出す ス ポ ッ トラ イ トに 切 りか え られ ， 他の 人物は彼の まわ りに 整理

される観が ある。

　 ソ ヴ ェ
ートで は，一部 に つ い て は，それを プ ロ P 一グとみ た り  ， エ ク ス ポ

ジ シ ョ ン とみ なし た りan して い る もの の ， 二 部に な っ て 初 め て 本格的に 筋が動

き出すと考え る点で は ， 見方が一致 して い る 。 つ ま り，一部 は 二 部で筋が駆動

す るた め の 「社会 ・心理的土台IOSとな っ て い る 。
マ ン に 言わ せ れば ， こ の 卩

マ ン は 「二 段階構造」
ee を もっ とい う。

　「伝記 の 連な り1eeであ っ て，筋の動 きと直接的に は結び つ い て い な い
一

部が

ロ マ ン の 二 分 の
一

を 占め る とい う量的 ア ン バ ラ ン ス は，ゲ ル ツ ェ ン が罪 の 問題

を，社会的 ・歴 史的 パ ース ペ ク テ ィ ブ に お い て読者に 提起 し よ うと し て い た こ

との 証左で あろ う。
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　ゲ ル ツ ＝ン は ，主人公た ち の 生活の 歴 史を 200頁ほ どの 作品 に して は多す ぎ

る 登場 人物 （ス ケ ッ チ 用 の人物 も含め る と 100人以上 晦 を投入 し て 描い て い

る 。 そ して 社会的諸関係 の 網で 登 場人物群の 大塊を しば っ て い るln
。 ゲ ル ツ ＝

ン は，い わ ば多量の実験 デ ータ の上に た っ て ua
， 三 角関係が で きあが っ た 背後

に は ， 主人公た ち の それ まで の 「生活の ウ ク ラ ー ド」 がある こ とを 示 し て い る

よ うに 思われ る 。

　こ こ で ，ゲ ル ツ ェ ン が農奴 で あ っ た ベ リ トフ の 母 親 の 前史や警察署長 の 訪問

の 場面を ロ マ ン 全体の構想 と結び つ けた こ とを思い 出さなけれ ばな る ま い
。 す

なわ ち，彼は ，地 主や警察官吏 の 専横や 道徳的退廃，女農奴 の 無権利や屈辱 を

伝 える場面を罪 の 問題 と結び つ けて い るとい え る 。 彼は，ベ リ ト フ の 社会生活

と個人生活に お ける破綻を農奴 の 人間性に 対する冒機を許す専制農奴制に 源泉

させ て い る 。

　ゲ ル ツ ＝ ン は ，ベ リ ト フ と NN 市 の 地主 ・官吏社会 と の 衝突を描 く の に ，

「貴族選挙」 とい う政治的な出来事を大 きな軸に する こ とに よ り， 衝突の社会

的 ・政治的意味を 明 らか に し た 。
ベ リ ト フ が ク ル ツ イ フ ェル ス カ ヤ に 愛を告 白

す る場面 が ロ マ ン の ク ラ イ マ
ッ ク ス を構成 し て い る が ， そこ に ゲ ル ツ ェ ン は ，

知事に よ り囚人の よ うに 半剃髪に された 菩提樹や労働 して い る民衆の世界を投

入 し て い る 。 そ の こ と に よ り彼らの 愛が 自由に 花開 く運命に な い こ とを暗示 す

る とともに ， 彼らの 愛情関係 の 破綻が，民衆に苦役を強い
， 囚人を半剃髪に す

る と い う人権蹂躪策を と る もの に 源泉 して い る こ とを示 し て い る 。 すべ て こ の

こ と は ，
ゲ ル ツ ェ ン が ベ リ トフ の社会生活と個人生活に お ける破滅を，社会的

政治的閉塞状況 との 結び つ きの 中で 描 い て い る こ とを ，あ らた めて裏づ けて い

るとい え る 。

　ゲル ツ ェ ン は 男女の 愛情関係 とい う，い わ ば「永遠 の 問題」を社会的に 編曲図

し て 提起 し た の で あ る 。 r誰 の 罪か ？ 』と い うタ イ トル に は ， 「永遠の 問題」と「時

代 の 問題」とが不可 分の統一され た もの と し て 提起 されて い る 。 それ ゆえ，ゲ ル

ツ ェ ン が放 っ た 『誰の 罪か ？』 の 矢は，倫理 ・結婚問 題を貫 い て ， それ らを規

定 し て い る社会的±台で ある 専制農奴制に つ きささる こ とが で きた の で ある 。

　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 4

次に ，表題 と不可分 の 関係 に ある エ ピ グ ラ フ を検討 し て み よ う。問題点を は

っ きりさ せ るた め に ， 削除された エ ピ グ ラ フ と掲載された エ ピ グ ラ フ とを比較

し て み る こ とにす る 。
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　没 に な っ た もの ：A 皿e∬ooHoe 　rrpeJZaTb 　cy 江y　 60＞f〈mo 　 H ，　 noqHc 朋 B　ero

oKoHqeHHblM ，　Hepe 及aTb 　npH 　oTHo1IleHHH 　B　apxuB ．　nPQToKoJI　 yroJ正oBHo 最

na ・laTbl ．ee（本件 ハ 神 ノ 法廷 二 移送 シ 而 シ テ終結 シ タ ト見做 シ 所定 ノ 文書 ヲ 添付

シ 記録保管所 二 移 ス モ ノ トス 　刑事裁判所調書）。

　掲載された もの ： A　c刀yHait　ceit　3a　HeoTKpblTHeM 　BHHoBHblx 　npeJlaTb 　Bo 、le

60＞Kneli，　ne ・10　）Ke ，　flouHc・IHB　pellleHHblM，　clLaTb ・B・apxHB ．　 npoToKo 刀 ．ee （本

件 ハ 犯人不 HA　 ・ ヨ リ 神 ノ 意志 二 委ネ而 シ テー件書類 ハ 解決済 ト見做 シ 記録保管

所 ユ 移 ス モ ノ トス 　　調書）。

　 これ らの エ ピ グ ラ フ がゲ ル ツ ェン の 創作に よる もの か ， 刑事裁判所 の 調書か

ら抜萃 した もの か に つ い て の 詳し い 考証は ， 私が 目に した 限 り，な い 。 し た が

っ て ， 日本で資料的に 乏しい われ われが，これ以上 こ の 問題を と りあげて も，

あま り意味は ない で あろ う。 われわ れ としては，二 つ の エ ピ グ ラ フ を比較検討

する こ とに よ り論をすすめ る こ とにす る 。

　二 つ の エ ピ グ ラ フ を つ き合わ せ て み ると ， 「刑事裁判所」が削除 され，「犯人

不 明」 が加筆 さ れ た の が大きな違い で，審理 を打ち 切 り， 神に 委ね ， 「記録保

管所 二 移 ス 」 とい うの が共通項で あ る こ とが 分る 。 まず ， 差異部分 の 検討か ら

は じめ る こ とに しよ う。

　『誰の 罪か ？』 と 「神 ノ 法廷」 と 「刑事裁判所調書」 との 取 り合わ せ は ， あま

りに辛辣cmで ， い た ず らに 検閲を刺激しす ぎ る 。 「犯人」 とい う言葉さえ入れ

て お けば，民事裁 判所 の 調書 で な い こ とは 明らか で あろ う。
ゲ ル ツ ＝ ン は よ り

巧 妙で 慎重な体裁を と っ た に ちが い な い 。

　 ゲ ル ツ ェ ン は 「犯人不 明」の 語を新 しい エ ピ グ ラ フ に つ け加える こ とに よ り，

二 っ の エ ピ グ ラ フ か ら受ける イ メ
ージ を変 えた 。 ドル イ ジ ャ コ ーワ が指摘 し て

い る よ うに ， 元の エ ピ グ ラ フ は裁 くべ き人 が い な い の で ， 神 の 法廷に移送 し ，

「記録保管所 二 移 ス 」 と言 っ て い る 。 現在 の エ ピ グ ラ フ は ， 「犯人不 明 ：・・H リ」，

「神 ノ 意志 二 委ネ」， 「記録保管所 二 移 ス 」 と，審理打ち切 りの理由を明記 し て

い るua
。

　ゲ ル ツ ェ ン は ，
ロ マ ン の 構造， ラ イ トモ チ ーフ ，異なる文体 の 混在，さまざ

ま の 斬新な手法や語法 ， そ して何 よ りもロ マ ン の 内的論理 に よ り，現実の 基本

的な社会悪で ある専制農奴制の罪を あば い た 。 そ れな の に なぜ ， 彼は 「犯人不

明」 の語を置い た の で あろ うか 。

　ひ と つ に は ， 検閲 へ の 配慮が考 え られ る。 作家 自身に も犯人が分 らな い こ と

を印象づけ る こ とに よ り， ゲ ル ツ ェ ソ は検閲の 目をあざむ こ うとした の で あろ
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う。

　 それ と同時に ， こ の 語は もっ と積極的な機能を もっ て い る よ うに 思わ れ る 。

つ ま り，ゲ ル ツ ェ ン は こ の 語を．「反語」 として 置 くこ とに よ り， 逆に 犯人 は 人

間 性を 圧殺 し た り， 破滅 させ た り， 畸型化 して い る専 制農奴制で ある こ とを強

調 し よ うと した の で は ない だ ろ うか 。

　 ま もな く憲兵は ゲ ル ツ ェン の 9 マ ン の ツ ァ
ーリ支配に対する脅威 に 気 づ い

た 。 1857年 の 皇帝官房第三 課 の 書類に は次 の よ うな こ とが書か れ て あ っ た 。

「社会主義者押 で ある作家は ，「罪があ る の は政府 とわ が国 の 市民秩序で ある 」 

と読者が考えは じめ る の を 「計算に 入れて い た」
 

。

　 しか し，ゲ ル ツ ェ ソ は 専制農奴制の 罪を指摘す るに とどま っ た の で はな い 。

二 部 で ベ リ ト フ と NN 市の 地主 ・官吏社会 （ゲ ル ツ ェ ン の い う 「外的阻害要

因」） と の 葛藤を描い てゆ くう ち に ， 皮肉が勝 っ て い た ゲ ル ツ ＝ ン の 筆は 抒清

的 に な り，
ベ リ トフ は どん どん高ま っ て い っ て し ま っ た 。 ゲ ル ツ ェ ン は ， 愛か

らも現実 との 闘争か らも 「逃げ去 り」ta，何処 へ と もな く姿を消 し ， 行方不 明 の

ベ リ ト フ を，然る べ ぎ位置に 引き戻す機能を も 「犯 人不 明」 の 語に もた せ よ う

と した と考え られる 。

　 ゲ ル ツ ェ ン は 審理 を打ち切 り， それを 「神 ノ 意志」に 委ねた 。 それは これ以

上 追求す る こ とが危険だ っ た か らで あろ う。 しか しそれ は 同時に ，も っ と深い

意味を も っ て い る よ うに 思 われ る 。

　r誰 の 罪か ？』執筆中に 書か れた断片 『ゆ きず りに 』は ， こ の エ ピ グ ラ フ 理解

に と り示唆に 富む内容 をもっ て い る 。

　刑事裁判所所長代理 は 「減刑事情」 を恐れ て い る 。 それを考慮 しは じめ る と

先へ 先へ 進ん で い っ て ，つ い に 「犯人に 罪はな い こ とに な っ て し ま う」e3か ら

で ある 。 盗み を働い た の だか ら盗人に は ちが い ない 。 し か し，「彼は 飢え か ら

盗んだ の だ 。 しか も母親は 病気だ 。 そ の うえ父親は彼が 三 歳 の 時に 死ん で し ま

っ た の だ」 
。 彼は ，判決 に よ りシ ベ リア 送 りに な る 農奴の エ レ メ イ や ア ク ー リ

ナ に は罪は な い こ とを百 も承知 して い る 。 しか し，法治国家の 刑事裁判所所長

代理 と して は，自己 の 職務を全 うす る に は ， 「減刑事情」 に は
一切 目を つ ぶ 傷

事件を処理 す る ほ か は な い 。

　1848年に 世に 出た ス タ ン ケ ーヴ ィ チ の短編 「心気症患者」 に も同旨の
一節が

見 られ る。「あ らゆる 罪の原因は 主 と して犯人 の 外 に 潜 ん で お り，犯 人 は犠牲

者で ある 」 
。 ¢ こ に 見 られ る ゲ ル ツ ヱ ン とス タ ン ケ ・・nyヴ ィ チ との 符合は ，捉え

た現実が同一
だか らであろ う。
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　法律 とは，所 詮，現実 の 国家 の 存在条件を維持す る もの で ある 。 それ は 社会

秩序を破壊す る行為を裁 くが，そ の 行為を生んだ原因 に は ふ れ ない 。 ゲ ル ッ ェ

ン が ロ マ ン で 取 り上 げた の は，「法 律の 所轄 に は 属さず ， 大多数に よ っ て 理 性

的で道徳的 で ある と考 え られ て い る犯罪」asで あ っ た 。 言 い か え れ ば，彼は ，

支配的な モ ラ ル の罪 ， 支配階級の罪 ， 国家体制の 罪を問題に した の で ある。 そ

れゆ え ， 時の 裁判機搆は 彼が取 り上 げた 犯罪 を明 らか に で きな い し ， それ を裁

く資格 も な い 。 そ こ で ， ゲ ル ツ ェ ン は事件を 「神 ノ 意志」，つ ま り歴史 の 審判

に 委ね よ うと した の で あろ う。

　こ こ で 「記録保管所」 が両方の エ ピ グ ラ フ を押 さえて い る語 で ある こ とに 注

目した い
。

つ ま り両者の 共通部分は こ の語に 集中し て い る 。 こ の こ とは，ゲ ル

ツ ェ ン が こ の語に こ め た 意味の大きさを 物語 っ て い る。 彼に と っ て
，

「記録保

管所」 とは どん な意味を もっ て い るの で あろ うか 。

　『誰 の 罪か ？』執筆中に 書 か れ た 『デ ィ レ ッ タ ン ト ・ロ マ ン 主義者』 の 中で ，

ゲ ル ツ ェ ン は記録保管所に つ い て 次の よ うな こ とを言 っ て い る 。 「見か け だ け

解決済 とな っ た一件書類の記録保管所を覗 くの は有益で ある……過去を よ り完

全に意識する こ とに よ り， われわれ は 現代を 明らか に す る 。 過去 の 意味に よ り

深 く降 りて ゆ くこ とに よ り， 未来の意味を 明らか にす る 。 後をふ り返る こ とに

よ り， 前に 歩を進め る の だ」t「o。

　ゲ ル ツ ＝ ン が 「記録保管所 ＝ 移 ス 」 と し た意味は，まさに こ こ に あると言え

よう。 当時の 時代閉塞状況 で は ， 書 き留めて保管してお くの が関 の 山だが，一

件落着の 札を貼られ た事件 の 埃を払 っ て 読む時 ， それ は 歴史 の 歩むべ き途を示

す里程標 とな る こ とを ， 言い た か っ た の で あろ う。

　時代は下 っ て ， 農奴解放前夜 の 「余計者論争」た けなわ の 頃，ゲ ル ツ ェ ソ と

ツ ル ゲ ーネ フ と は ， 「余計者」を主人公 と し た 『誰 の 罪か ？ 』（1859年） と rル

ージ ン 』（1860年）を，それぞれ再版 した 。 ツ ル ゲ ー
ネ フ が第ニ エ ピ ロ ーグ （革

命の パ リの バ リ ケ ー ドで の ル
ージ ン の 死） を つ け加えた の に 対 し，

ゲ ル ツ ェ ン

は 自序をつ げ，検閲 で 削除 された箇所 を復活 させ た ほ か は ，と りた て て手を加

えなか っ た 。 ゲ ル ツ ェ ン が再版 した の は ロ ン ドン の 自由 ロ シ ア印刷所で あ り，

ツ ル ゲ ーネ フ よ りは 自在 に 改作 しよ うと思えばで ぎた はずで ある 。 こ の こ と は ，

エ ピ グ ラ フ で 「記録保管所 ＝ 移 ス 」 とした こ とと無閧係で は ない よ うに思われ

る 。

　 ゲ ル ツ ェ ン に と っ て ， 「余計者」は 「余計者」で しか なか っ た 。 革命家 で ある

ゲ ル ツ ェ ン は ， 体制 の 側 に 立 っ た こ とは一度 もなか っ た が ， さ りとて 民衆 の 側

一 34一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Assooiation 　 of 　 Russian 　 Soholars

に 立 つ こ とが で きな か っ た 「余計者」を真 に 肯定的な主人公 と考え る こ とは で

きなか っ た 。
エ ピ グ ラ フ や 1847年に お こ なわれ た ベ リ ト フ の 形象を め ぐる オ ガ

リ ョ フ と の や りとりは，彼の そ の よ うな姿勢の
一

端で ある 。

　 ゲ ル ツ ェ ン は ，「余計者論争」 に お い て ， 闘わ ず し て 敗れ な が ら も， 次 の 世

代の た め に 闘 い の 途を切 り開い た 「余計者」 に石 を投げる歴 史的 忘恩行為を糾

弾 し た 。 ゲ ル ツ ェ ン は ， 筋金入 りの 革命家 で ぽ な い が良心 的な進歩的貴族 イ ン

テ リ ゲ ン ツ ィ ア に とっ て ，当時それ以外の 途は な か っ た こ と を言 い たか っ た の

で あ る 。

　 ゲ ル ツ ェン の こ の よ うな内部模索こ そ は
， 彼を貴族の ピ ー P − 「余計者」 に

甘ん じさせ る こ とな く，革命的民主主 義者に し て い っ た バ ネ と言 え よ う。

　 40年代に ゲ ル ツ ェ ン は主人公た ち の 悲劇的運命は 『誰 の 罪か ？』を読者の 前

に 明らか に し，それを の ち の ち ま で も伝え るた め に
， 「記録保管所 ＝ 移 ス 」 と

した 。

　 60年代に チ ェ ル ヌ ィ シ ェ フ ス キ イは 『何 をなすべ きか ？』を書い て，ゲ ル ツ

ェ ン に は 出 口 がな い と思われ た 三 角関係を 「理性的 エ ゴ イ ズ ム 」 に よ り平和裡

に 解決 した 。

　こ の 二 つ の 卩 マ ン の 表題 （3aMaBHe −BQnpoc ） の 対比そ の もの が ， 両者 の 継

承 関係を物語 る と同時 に ，40年代 と60年代 の社会意識 と社会思想 の 差異を も見

事に 言 い 当て て い る。

　そ れ と同時に ，わ れ わ れ は ，ゲ ル ツ ェン が 「人生 の 教科書」 を書 こ うと した

の で は な く， 「時代 の 証言」 を残そ うと した こ とを忘れて は なら な い 。 彼は 自

己 の 生 を無駄に L な い た めに，みずか らが な しえた時代認識を し っ か りと書ぎ

留め た 。 そ し て そ の こ とに よ り，未来 の 世代に 『何を なす べ きか ？』の 糸 口 を

与 えよ うと した の で あ っ た。

　ゲ ル ツ ェ ン の こ の 意図 は達せ られた 。 90年代に お い て も検閲は 『誰 の 罪か ？』

を 「抵 抗 の 旗」US と み な し て い た し，1905年版で さえ も検閲に よ り削除 さ れ た

箇所は復活されな か っ た暁　こ の 事実 こ そは ，ゲ ル ツ ェ ン の ロ マ ン が 卩 シ ア社

会に もっ た意義を何 よ りも雄弁に 物語 っ て い る と言え る で あろ う。

注（1） CM．： JleTonKcb｝KH3Hu 　 x　 TBopgecTBa 　A ・H ・．re 猟 eHa 　1812−1850，瓢．，1974・

　（2）　CM ・： C ・JIHLqHep，1
“
ep 双eH 　va　pyccKan《HHTe 刀xeKTyanbHaH 　 rエpo3a》・− Bonpocbi

　 ”HTepaTypbi ，　1976，　No ．4，　 cTp ，172−195，

　　 CM．； n．ハ〜aT 田 ［lleHKo ，　 OT　 ncHxo ．llorHqeclcoro 　 TegeH 朋 KpHTHvecKoro

　 Pea・1H3Ma 　K　couHanorxyecKo ”
・Ty （A ．　H ．　FeplleH），　B　KH ．： Pa3BHTHe　pea．qM3Ma
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　B 　pyccKo 曲　・11iTepaType 　B　3　ToMax ・T ・2，・KH ・1・cTp ・149−190・

（3） 私 の 目 に ふ れ た 限 りで は ，次 の もの が エ ピ グ ラ フ に も 言 及 し て い る が，い ずれ も

　 そ の 叙述は 簡単 な も の で あ る 。

　 E．H ．　Apbl冫KaKoBa ，　Hpo 〔5・9eMa （〈pyccKoro　AefiTeAfi ）＞ BTBopqecTBe 　Pep瓢eHa

　40−xro 皿QB ．− PyccKafi　aレェTepaTyp ．a，1962，　No．2，　cTp ．49−50．

　 皿・几 B πaro 盈， 3HaqeHHe　A ・レ1・1’epUeHa 　B　pa3BHTPIM　pyccKo凾 nvlTepaTypbl ，

　BKH ．： yvHTenK） orepueHe ，　M ．
， 1963，　cTp ．37．

　 」］［・ll・FJ置aro 茸，　OT　KaHTeMHpa　Ao 　HalilE・lx 皿He 藍，　T ．2，　M ．
，
1973，　cTp ．242．

　　B．A ．　nyTHHUeB ，　Fepqe｝1・m1caTeab ，　M ．，1952，　cTp ．76−77．

　　JI・A・nJloTKHH・repUeH・6enJleTntlCT・BKH ・： JIHTepaTypHble　 oqepKyl 　 H

　CTaTbH ・JL ， 1958，　 cTp ・340．

　 A ．E．　FopeハoB ，　OqepKH 　o　pYccKHx　 nHcaTe 朋 x，　JI．，1961，　cTp ，174．

　　H・H・rlpy耶 oB ，　MblcnxTe πb　H　xyAo ｝KHMK ，　M ，
1962 ，　cTp ・55．

　　E・H・鳳pbDKaKGBa ，　 repUeH　 B　pa3AyMbflx 　o　ce6e ，　 o　 Mvlpe ，　 o　JlK）Afix，　M ．，

　　1972，CTP ．168．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

（4）　A・K・replleH，　Co6p．　cou ・B30 　ToMax ，　T．4，　cTp ．7．

　　以 下，ゲ ル ツ ェ ン の 作品 か らの 引用 は す べ て こ の 30巻 著作集 か ら と る こ と に す る 。

（5）　A ．H．　repロ eH ，　T．22，　cTp ．240．

（6）　A・Pl・rePlleH，　T ・4CTP ・8．

（7＞　A ・M・PeplleH　T・22，　cTp ・240・

（8）　JleTonKch　冫KH3Htrl 　H　TBopi ｛ecTBa 　A ．　M．　rep皿eHa 　1812
−1850，　M ．，1974，　cTp ．

　 344．

　　B．A ．［lyTHHμeB ，　YKa3．　coH ．
，　cTp ．61−62．

（g）　A ．K．　repqeH，　T ．4，　cTp ．305．

（ial　A ．レa・repneH，　 T ・22，　CTP ．245．

（ID　CM・： B ・A ・HyTHHUeB ．　yKa3．　 coq ．

　　F．H ．　ra 営，　PoMaH　H　noBecTb 　A ．　H ．　repueHa 　30−・40　ro 双oB ，　KHeB ，1959．

（la　A ．　M ．　repueH ．　 T．22，　 cTp ．251−252．

  TaM 　me ．

  　も と も と，ゲ ル ツ ェ ソ は
一

部の V 一皿 章全 体 を 「ウ ラ ジ ーミ ル ・ベ リ ト フ 」 と名

　 づ け て い た が
，

の ち の 版で こ の 題 は 闘違 っ て V 章
．
だ け に 結 び つ け られ，そ れ が 現 在

　 も 続 い て い る 。

　　CM．； nyTHHIIeB，　yKa3 ．　coq ．，　cTp ．67 ；A ．　K ．　rep艮eH ，
　T．4

，
　cTp ．321．

  A．H ・replleH，　 T．22，　cTp ．252．

  　《現 代 人》 の 歴 史 に つ い て は ，拙稿 「雑 誌 『現 代人 』と ラ ズ ノ チ ーネ ツ 」を 参 照 さ

　 れ た い 。STUDIUM ，1973，　No ．3．13−25 ぺ ＿ジ
。

  　A ．M ．　FepueHt 　T ．4，
　cTP ．5．

  　r・H ・ra苴・yKa3・coq ．，　CTP ．50．　　　　　 ，

  　A ．H ．　repUeH ．　 T．7
，
　 cTp ．198．
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  　皿・几 BnaroH・Oco6eHHocTH　 pyccKoro　 peanH3Ma　X 正X　BeKa ，　B　KH ．： rlpo−

　6neMa 　Peaπ H3Ma 　B　MHpoBo 且 訂 HTepaType
，
1959

，　cTp ．295．

A

 

 

 

 

CM．： ｝O．　B．　 MaHH ，　yl｛a3．　cou ，

双．H．　OBcfiHnKo−KynHKoBcKHil，　Co6p．　coq ．　C「16．， 1911，　T．7，　 q．1，　cTp ．118．
TaM 冫Ke ．

マ リ ア は ，近 代 フ ェミ a ズ ム の 誕 生 を 1830 年 代 と 1840年代 に み て い る。
Martin 　 Malia

，
　 Alexander 　 Herzen 　 and 　 the　 Birth　 of　 Russian　 Socialism

　 1812−1855，Hatvard　 University　Press， 1961，　 p．265．

  　　CM・； XcTopHE　pyccKoro　poMaHa　B　2　ToMax ・T・1，　M ・JL，1962，　cTp ．569．

  　CM．： r．　H．　nocuenoB ，　Xyno ）Ke6TBeHHoe 　TBoPqecTBo 　A ．　M ．　repUeHa．

　　　BKH ・： McToplifi　pyccKo負 涯 HTepaTypb1 　 XIX 　BeKa ， 从．，1972．

　　　OH 　）Ke ，　npo6neMbI　nnTepaTy 王〕Horo 　cTHnfi ，　M ．，1970．

鋤 CM・； IO・B・MaHH ，φH 調 oco Φ珂兄 旺 o 躙 Ka 《HaTypanbHofi 　MKo ，lb正》．

　　　BKH ・： npo6neMbi　THnonor ロH　pyccKoro　peanH3Ma，　M り 1969．

 

⇔◎

 

 

幽

TaM　｝Ke ，　CTP ．263．

TaM ）Ke ．

B・r・6e刀nHcKH
．
員，　HonH ，　co6P ．　co 【1．，　T ．10

，　cTp ．322．

r・H・ra蟄，　yKa3・co9 ・，　 CTP ・53・

CM．： 正O ．　B．　 MaHH 、　yKa3．　cou ．

ス ト リ ャ ロ
ー

ワ は，ゲ ル ツ ェ ン は 債 記 を 一種 独 特 の 自然 科 学 の 実 験 デ ータ と し て

使 用 し て い る と 指摘 し て い る 。

　CM．： A ．匠．　repueH ，　noBecTH　 H 　paccKa3bl， 刀、，1974．

O
⇒

出
Ψ

オ

＄
d
り

⇔

白

¢

 

β

参

K）．B．　MaHH ，　yKa3．　coq ．　cTp ．265．

A ．H ．　rep段eH ，　T 。22 ，　cTp ．245．

A ．H ．　repUeH．　 T ．4，
　cTp ，5，

CM．： r，　H ．　ra且，　yKa3．　coq ・cTp ・50・

E．H．　IIPbi＞KaKoBa ，　 yKa3・cTaTbfi ，　cTp ・49・

Uapva3M　B　60pb6e　c　A ．｝｛．　 FeplleHoM，− KpacHbi前　apx 朋 ， 1937，　VoL 　81，
KRAUS 　REPRINT 　LTD ．， 王966，　 cTp ．218．

◎

⇒

⇒

⇒

φ

臼

臼

臼

臼

色

TaM ｝Ke ．

TaM 冫Ke ，

H ・A ．ノZospon王060B ，　Co6P．　 coq ．　B　g　ToMax ，　 T．4，　 cTp ．325．

A・M・repUeH，　T・4，　cTp ．273．

TaM ）Ke ．

CoBpeMeHHHK ，　 T，8，1，　 CH6 ．，1848，　ZENTRALANTIQUARIAT 　der　DDR ．

　Leipzig．1975．　 cTP ．36・

｛4 　B．1「．BeJnHcKHth，　HonH ．　co6P ．　coq ．，　T ．10，　cTp ．325．

  　A・H．rep【工eH ，
　 T・3，　CTP ．24．

縛　A ．レ1，re四 eH　H μeH3ypa 　B　1890−x 　 roAax ，− KpacHbIM 　 apxHB
，
1932．

一 37 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Assooiation 　 of 　 Russian 　 Soholars

　　　VoL　3，　KRAUS 　REPRINT 　LTD ．，1966，　cTp ．223．

　  　HyTHHqeB ，　yKa3．　cog．，　cTp．106．

補注　余 計 者 論 争 に つ い て は
， 拙 稿 「ゲ ル ツ

ェ
ソ と 『Very 　 dangerous 　m 』」 （ロシ ァ

・

ソ ビ ェ ト研 究 ， 1974年，第 9 号所 収，33−55ペ ージ ）， また ベ リ トフ の 形 象 に つ い て は，

摘稿 「ベ リ トフ 論 」（ロ シ ア ・ソ ビ エ ト研 究 ， 1977年 ， 第 12号 掲 載予定 ）を 参照 さ れ た

い o

付記　本稿 ex　1977年度 日本 卩 シ ア 文学 会開西 支部総会で の 報告 に 乎を 加 え た も の で あ

る 。 本稿を 執 筆 す る に あ た り，法橋 和 彦 お よ び 佐 藤 清郎 両 先 生 か ら 多 大 の 御 教 示 を い た

だ い た 。記 し て 感謝す る。

OpoMaHe 　A ．レ1．　FepHeHa 《KTo 　BHHoBaT 　P》

　　　　− AHa ．UH33ar 」aBHfi 　 H　3HHrpa Φa一

MHTMI 〈o　 HKyTA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ
　BHacTo ∫1皿其e 曲 cTaTbe 　 MbI 　cTa 劭 IM　cBoeH 　UeJlblo　pa3bHcHeHHe 　 MAel ／IHoro 　 cMblcJ 匸a

poMaHa　A．レi．　rep皿eHa （〈KTo　BHHoBaT ？》 nyTeM 　aHa 卅 正3a　3aPnaB ｝lfl・ cToJ 【b　Heo6uqH ・

orQ 　 A 册 ）KaHpa 　poMaHa　 B　 BoHpocHTe πbHo 厳 ΦopMe 　H 　KoHUefifipcl ｛or 。　 sfiq・　rpaOla ・

C　∂ To 邑　ロeJlbK｝　Mb 夏　paccMaTpHBaeM 　cBoeo6Pa3Hy ｝o 　cTPyKTypy 　H 　TBopqecKyK ）

ucTopHI ・ co3 」laHHfi 脚 H ・r・ P・MaHa ・OTcエ・fla　pacKpuBaeTc兄 cπ・｝KH ・cTb 　npo6 ・

丑eMbl 　《BHHbl 》，　onpeAexeHHo 黄　repUeHoM　B　poMaHe　｝i　Ba ｝KHocTb 　∂皿Hrpa Φa，　B

oco6eHHocTH Φpa3b五 《cAaTb 　 B　apx 冊 》．

’

己
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