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ア
レ
ク
シ
エ
ー
ヴ
ィ
チ
『
セ
カ
ン
ド
ハ
ン
ド
の
時
代
―
―
「
赤
い
国
」
を
生
き
た
人
び
と
』
を
読
む*1

著
者
ア
レ
ク
シ
エ
ー
ヴ
ィ
チ
は
あ
る
時
期
ま
で
「
知
る
人
ぞ
知
る
」
と
い
っ
た
感
じ
の
存
在
だ
っ
た
が
、

二
〇
一
五
年
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
け
、
二
〇
一
六
年
に
は
来
日
も
し
た
の
で
、
今
で
は
相
当
広
く
知

ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
本
書
『
セ
カ
ン
ド
ハ
ン
ド
の
時
代
』
は
五
冊
か
ら
な
る
聞
き
書
き
シ
リ
ー
ズ
の
最

終
巻
だ
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
聞
き
書
き
集
成
と
い
う
性
格
の
書
物
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
が
与
え

ら
れ
る
と
い
う
の
は
や
や
異
例
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
文
学
作
品
と
し
て
の
評
価
は
私
ご
と
き
が
口
出

し
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
が
、
日
頃
も
の
を
書
い
た
り
語
っ
た
り
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
無
名
の
人

び
と
か
ら
、
簡
単
に
は
語
れ
な
い
よ
う
な
重
い
内
容
を
も
つ
言
葉
を
引
き
出
し
て
い
る
著
者
の
聞
き
と
り

能
力
に
は
感
嘆
す
る
ほ
か
な
い
。

本
書
の
内
容
を
一
言
で
い
う
な
ら
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
時
代
お
よ
び
ポ
ス
ト
・
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
時
代
を
生
き
て

き
た
人
び
と
か
ら
の
膨
大
な
聞
き
書
き
に
よ
り
、
そ
う
し
た
人
た
ち
の
感
覚
や
意
識
を
多
声
的
（
ポ
リ
フ

ォ
ニ
ッ
ク
）
に
再
現
し
た
書
物
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
第
一
部
は
一
九
九
〇
年
代
に
行
な
わ
れ
た
聞
き
書
き

群
か
ら
な
り
、
「
赤
い
イ
ン
テ
リ
ア
の
十
の
物
語
」
と
い
う
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
「
赤
い
」

時
代
の
記
憶
が
ま
だ
鮮
明
だ
っ
た
時
代
を
象
徴
し
て
い
る
。
第
二
部
は
二
〇
〇
〇
年
代
の
聞
き
書
き
群
で
、

「
イ
ン
テ
リ
ア
の
な
い
十
の
物
語
」
と
い
う
見
出
し
は
、
か
つ
て
の
シ
ン
ボ
ル
に
代
わ
る
も
の
を
探
し
あ

ぐ
ね
、
部
屋
の
中
も
心
の
中
も
空
虚
な
時
代
を
象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

「
多
声
的
」
と
い
う
言
葉
は
彼
女
の
作
品
を
特
徴
付
け
る
際
に
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
の
よ
う
だ
が
、
実

際
、
本
書
に
再
現
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
の
声
は
、
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
相

互
に
矛
盾
し
あ
う
も
の
も
多
く
、
そ
の
意
味
で
は
不
協
和
音
を
ふ
ん
だ
ん
に
含
ん
だ
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
と
も

言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
し
て
一
つ
の
絵
柄
を
な
す
の
か
は
、
簡
単
に
説
明
し
き
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
、
し
い
て
整
理
な
ど
せ
ず
に
、
混
沌
と
も
見
え
る
多
声
性
を
そ
の
ま
ま
受

け
取
る
の
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

本
書
に
登
場
す
る
人
び
と
の
大
半
は
、
ハ
イ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
関
与
す
る
こ
と
の
な
い
市
井
の
人
た
ち

だ
が
、
そ
う
い
う
人
で
あ
っ
て
も
時
と
し
て
政
治
に
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
る
反
面
、
ど

う
い
う
激
変
が
起
き
よ
う
が
、
そ
れ
に
自
分
か
ら
関
わ
ろ
う
と
し
た
り
理
解
し
よ
う
と
し
た
り
し
な
い
人

た
ち
も
い
る
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
時
代
に
郷
愁
を
覚
え
る
人
た
ち
が
い
る
一
方
で
、
そ
れ
を
呪
詛
す
る
人
た
ち

も
い
る
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
は
短
く
も
美
し
か
っ
た
夢
と
高
揚
の
時
代
だ
っ
た
と
振
り

返
る
人
た
ち
が
い
る
一
方
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
へ
の
幻
滅
と
反
感
を
あ
ら
わ
に
す
る
人
た
ち
も
い
る
。
エ
リ

ツ
ィ
ン
へ
の
毀
誉
褒
貶
も
個
々
人
ご
と
の
差
が
大
き
い
。
全
体
と
し
て
女
性
の
声
が
多
い
が
、
中
に
は
男

性
の
声
も
混
じ
っ
て
い
る
。
民
族
間
の
激
し
い
対
抗
・
衝
突
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
も
少
な
く
な
く
、
誰
か

に
傷
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
恨
み
を
煮
え
た
ぎ
ら
せ
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
一
方
で
、
親
同
士
は
敵
で
も
子

供
た
ち
は
ロ
メ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
の
よ
う
な
間
柄
だ
と
い
う
例
も
あ
る
、
そ
の
他
そ
の
他
。
こ
う
し
た
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ソ
連
時
代
に
関
す
る
文
化
人
類
学
的
研
究
と
し
て
は
い
ろ
ん
な
も
の
が
あ
る
が
、
ユ
ニ
ー
ク
な
観
察
と
し
て
広
く

注
目
を
集
め
て
い
る
作
品
に
、
ア
レ
ク
セ
イ
・
ユ
ル
チ
ャ
ク
の
『
な
く
な
る
ま
で
は
永
遠
だ
っ
た
』
が
あ
る
。A
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（
半
谷
史
郎
氏
に
よ
る
邦
訳
が
み
す
ず
書
房
よ
り
刊
行
予
定
）
。
塩
川
伸
明
「
《
成
熟
＝
停
滞
》
期
の
ソ
連
―
―

政
治
人
類
学
的
考
察
の
試
み
」
（
東
京
外
国
語
大
学
）
『
ス
ラ
ヴ
文
化
研
究
』
第
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。
だ
い

ぶ
趣
を
異
に
す
る
が
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
集
成
と
し
て
、
テ
ィ
ム
ー
ル
・
ダ

ダ
バ
エ
フ
『
記
憶
の
中
の
ソ
連
』
筑
波
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
も
興
味
深
い
。
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雑
多
な
声
が
、
ど
れ
も
そ
の
人
に
と
っ
て
は
切
実
な
の
だ
ろ
う
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
形
で
記
録
さ
れ
て
い

る
の
が
本
書
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

書
物
の
性
格
か
ら
し
て
、
本
書
を
読
む
の
は
、
ロ
シ
ア
・
ソ
連
に
特
別
に
深
い
関
心
を
も
つ
研
究
者
に

は
限
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
あ
ま
り
深
い
関
心
や
予
備
知
識
を
も
た
な
い
一
般
読
者
も
か
な
り
含
ま
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
う
し
た
読
者
も
対
象
に
つ
い
て
完
全
に
白
紙
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
先
入
観
と
か
漠
た
る
印
象
と

か
を
あ
ら
か
じ
め
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
ど
の
よ
う
な
先
入
観
を
持
っ
て
い
た
読
者
も
、
本
書
の
中
の

あ
れ
こ
れ
の
個
所
に
、
「
あ
あ
そ
う
だ
、
や
は
り
そ
う
だ
っ
た
ん
だ
」
と
い
う
感
想
を
懐
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
反
面
、
他
の
個
所
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ
な
い
と
か
、
共

感
で
き
な
い
と
い
っ
た
感
想
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
反
応
は
あ
る
意
味
で
自
然
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で

終
わ
る
な
ら
、
も
と
か
ら
持
っ
て
い
た
先
入
観
の
確
認
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
新
発
見
が
な
い
。
む
し
ろ
、

「
ど
う
し
て
こ
う
い
う
発
言
が
あ
る
の
か
飲
み
込
み
に
く
い
」
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
個
所
を
ゆ
っ
く
り

と
丁
寧
に
読
ん
で
い
く
と
、
「
そ
う
い
う
面
も
あ
っ
た
ん
だ
な
あ
」
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
、
あ
の
国
の

多
面
的
な
性
格
が
よ
り
よ
く
分
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
書
の
主
題
は
、
多
様
で
あ
り
な
が
ら
共
通
体
験
で
結
ば
れ
た
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
人
」
で
あ
る
。
「
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
人
」
と
い
う
言
葉
は
、
特
に
ブ
レ
ジ
ネ
フ
期
の
ソ
連
に
関
す
る
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と

が
よ
く
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
の
個
性
を
摩
滅
さ
せ
、
完
全
に
均
質
化
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
類
型
を

指
し
て
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
や
や
丁
寧
に
い
え
ば
、
当
時
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
権
自
身
が
人
び
と
の
矛

盾
や
対
立
の
解
消
を
展
望
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
の
麗
し
い
一
体
性
と
団
結
を
標
榜
し
た
の
に
対
し
、
そ

れ
に
批
判
的
な
観
察
者
た
ち
が
、
そ
れ
は
偽
り
の
一
体
性
で
あ
り
、
個
性
お
よ
び
自
由
の
否
定
だ
と
指
摘

し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
で
描
か
れ
て
い
る
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
人
」
の
像
は
、
そ
の
ど
ち
ら

と
も
異
な
る
。
人
び
と
の
声
は
極
端
な
ま
で
に
多
様
で
あ
り
、
麗
し
い
一
体
性
も
な
け
れ
ば
、
無
個
性
で

画
一
的
な
存
在
で
も
な
い
。
そ
こ
に
秩
序
だ
っ
た
自
由
は
な
い
が
、
い
わ
ば
粗
放
な
自
由
な
い
し
無
秩
序

が
あ
る
。
彼
ら
の
生
き
て
き
た
経
路
も
、
現
在
お
か
れ
て
い
る
状
態
も
、
い
だ
か
れ
て
い
る
感
覚
や
思
い

も
、
そ
れ
ぞ
れ
非
常
に
多
様
で
あ
っ
て
、
決
し
て
単
色
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
多
様
で
あ
り
な
が
ら
、

あ
る
特
定
の
時
代
を
生
き
抜
く
中
で
共
通
の
体
験
を
し
て
き
た
と
い
う
限
り
で
、
そ
こ
に
は
主
題
の
共
通

性
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
に
関
す
る
文
化
人
類
学
的
考
察
に
貴
重
な

素
材
を
提
供
す
る
も
の
と
も
い
え
そ
う
な
気
が
す
る*2

＊
。

こ
の
よ
う
な
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
人
」
を
形
容
す
る
言
葉
と
し
て
、
現
代
ロ
シ
ア
で
流
通
し
て
い
る
新
語
の
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「
粗
連
人
」
と
い
う
表
現
が
本
書
に
は
頻
出
す
る
。
こ
れ
は
蔑
称
だ
が
、
著
者
は
そ
の
蔑
称
を
他
人
に
貼

ソ
ヴ

ォ
ー
ク

り
付
け
る
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
使
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
の
も
の
と
し
て
引
き
受
け
よ
う
と
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
今
日
の
価
値
基
準
か
ら
す
れ
ば
軽
蔑
と
か
非
難
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
自
分
た
ち
の
人
生
の
核
を
な
し
て
き
た
以
上
、
単
純
に
忘
れ
去
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
れ
を
復
権
さ
せ
よ
う
と
し
た
り
、
単
純
に
懐
か
し
む
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、

本
格
的
に
清
算
す
る
た
め
に
も
、
そ
れ
を
あ
っ
さ
り
と
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
意
識
の
中
で
反
芻
し
て
こ
そ
、

新
し
い
未
来
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
感
覚
が
著
者
を
突
き
動
か
し
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

こ
う
し
た
発
想
は
、
や
や
抽
象
化
し
て
い
え
ば
、
ソ
連
に
限
ら
ず
、
戦
争
と
か
テ
ロ
と
い
っ
た
よ
う
な

痛
ま
し
い
経
験
を
持
つ
人
び
と
の
誰
に
と
っ
て
も
有
意
味
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
で
あ
れ
、
中

東
で
あ
れ
、
そ
の
他
世
界
中
の
ど
こ
で
あ
れ
、
見
方
に
よ
っ
て
は
こ
れ
と
相
通
じ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
悲
劇

的
な
歴
史
的
経
験
が
あ
り
、
そ
れ
を
反
芻
す
る
作
業
に
も
、
あ
る
種
の
共
通
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
考
え
る
な
ら
、
本
書
で
直
接
描
か
れ
て
い
る
の
は
紛
れ
も
な
く
「
ソ
連
時
代
」
と
い
う
特
異
な
経
験

を
も
っ
た
人
た
ち
の
事
例
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
は
限
ら
れ
な
い
あ
る
種
の
普
遍
性
も
そ
こ
に
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
人
」
の
も
う
一
つ
の
意
味
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
に
属
す
る
人
た
ち
が
民
族
間
の

差
異
を
持
ち
つ
つ
も
、
そ
う
し
た
異
質
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
共
通
経
験
を
持
っ
て
き
た
限
り
で
、
彼
ら
の

総
称
と
し
て
そ
う
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
面
が
あ
る
。
本
書
に
登
場
す
る
人
た
ち
の
う
ち
の
最
大
多

数
は
ロ
シ
ア
人
だ
が
、
他
の
諸
民
族
に
属
す
る
人
び
と
も
少
な
く
な
い
。
タ
ジ
ク
人
も
い
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ

人
も
お
り
、
チ
ェ
チ
ェ
ン
人
も
出
て
く
る
。
グ
ル
ジ
ア
人
と
ア
ブ
ハ
ジ
ア
人
の
対
抗
と
か
、
ア
ル
メ
ニ
ア

人
と
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
人
の
対
抗
と
い
っ
た
関
係
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
諸
民
族
は
決
し
て
麗

し
い
団
結
の
関
係
に
あ
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
民
族
的
個
性
を
失
っ
て
均
質
化
し
た
わ
け
で
も
な
く
、

む
し
ろ
極
端
な
ま
で
の
多
様
性
と
、
時
と
し
て
激
し
く
ぶ
つ
か
り
あ
う
よ
う
な
異
質
性
を
も
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
で
も
互
い
に
無
関
係
な
存
在
で
は
な
く
、
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
人
」
も
し
く
は
「
粗
連
人
」
と
呼
ぶ
し
か

ソ

ヴ
ォ

ー

ク

な
い
共
通
の
刻
印
を
帯
び
て
い
る
。

著
者
の
ア
レ
ク
シ
エ
ー
ヴ
ィ
チ
自
身
、
単
純
な
紹
介
と
し
て
は
「
ベ
ラ
ル
ー
シ
人
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
彼
女
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
そ
う
い
う
だ
け
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
複
層
性
を
も
っ
て
い
る
。

生
ま
れ
た
の
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
あ
り
、
そ
の
取
材
対
象
は
広
大
な
旧
ソ
連
各
地
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
著
作
は
ど
れ
も
ベ
ラ
ル
ー
シ
語
で
は
な
く
ロ
シ
ア
語
で
書
か
れ
て
い
る
（
お
そ
ら
く
聞
き
取
り

も
、
基
本
的
に
ロ
シ
ア
語
で
行
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）
。
ベ
ラ
ル
ー
シ
で
ロ
シ
ア
語
が
広
く
使
わ

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
わ
り
と
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
事
情
を
あ
ま
り

知
ら
な
い
外
部
の
人
の
推
測
と
し
て
は
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
の
ロ
シ
ア
語
話
者
は
民
族
意
識
を
失
っ
た
「
保
守

派
」
で
あ
り
、
「
進
歩
的
」
で
リ
ベ
ラ
ル
な
知
識
人
は
ベ
ラ
ル
ー
シ
語
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
っ

た
風
に
図
式
化
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
実
際
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
一
部
に
は
そ
の
よ
う

に
説
く
人
も
お
り
、
そ
う
い
う
考
え
か
ら
、
ロ
シ
ア
語
で
著
作
す
る
人
た
ち
―
―
ア
レ
ク
シ
エ
ー
ヴ
ィ
チ

も
そ
の
一
人
―
―
を
非
難
す
る
風
潮
も
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
優
れ
た
ベ
ラ
ル
ー
シ
論
を
書
い
た
グ
リ

ゴ
リ
ー
・
ヨ
ッ
フ
ェ
に
よ
れ
ば
、
「
ロ
シ
ア
語
を
話
す
リ
ベ
ラ
ル
」
と
も
い
う
べ
き
人
た
ち
が
都
市
部
知

アレクシエーヴィチ『セカンドハンドの時代』を読む
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。
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識
人
の
間
で
は
多
数
で
あ
り
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
語
話
者
だ
け
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
独
占
す
べ
き
だ
と
い
う

考
え
は
一
面
的
だ
と
い
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
ロ
シ
ア
語
話
者
の
方
が
ベ
ラ
ル
ー
シ

語
話
者
よ
り
も
ル
カ
シ
ェ
ン
コ
支
持
率
が
低
い
と
い
う
結
果
さ
え
も
示
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ッ
フ
ェ
著
に
は
、

ア
レ
ク
シ
エ
ー
ヴ
ィ
チ
の
言
葉
と
し
て
、
「
ベ
ラ
ル
ー
シ
人
は
ロ
シ
ア
語
を
占
領
者
の
言
語
だ
と
は
感
じ

て
い
な
い
」
、
「
私
は
自
著
で
ベ
ラ
ル
ー
シ
へ
の
愛
を
ロ
シ
ア
語
で
伝
え
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
発
言
も

紹
介
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
「
ロ
シ
ア
語
を
話
す
リ
ベ
ラ
ル
」
の
代
表
例
と
見
な
さ
れ
て
い
る*3

。

出
版
社
が
つ
け
た
帯
の
宣
伝
文
に
「
国
家
の
圧
政
に
抗
い
な
が
ら
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
こ
れ
は
著

者
を
手
っ
取
り
早
く
紹
介
し
よ
う
と
す
る
際
に
多
く
の
人
が
使
う
言
葉
で
あ
り
、
そ
う
言
い
た
い
気
持
ち

は
よ
く
分
か
る
。
だ
が
、
た
だ
単
に
こ
う
言
っ
て
し
ま
う
だ
け
で
は
、
大
事
な
も
の
が
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。

「
国
家
の
圧
政
に
抗
う
」
と
い
う
表
現
は
、
や
や
も
す
る
と
、
民
衆
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
悪
辣

な
権
力
者

vs

無
垢
な
民
衆
と
い
う
二
項
対
置
を
連
想
さ
せ
や
す
い
。
そ
し
て
、
そ
の
「
圧
政
」
を
倒
す

こ
と
が
「
解
放
」
に
つ
な
が
る
と
い
う
期
待
も
そ
れ
に
伴
っ
て
い
る
。
だ
が
、
本
書
で
描
か
れ
て
い
る
の

は
、
「
国
家
の
圧
政
」
か
ら
の
解
放
と
考
え
ら
れ
た
も
の
が
、
期
待
し
て
い
た
も
の
を
も
た
ら
さ
な
か
っ

た
と
い
う
苦
い
思
い
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
革
命
後
の
ソ
連
の
人
び
と
も
、
ソ
連
解
体
（
＝
「
民
主
化
革
命
」
？
）

後
の
現
代
ロ
シ
ア
の
人
び
と
も
、
そ
う
し
た
苦
い
思
い
を
い
だ
い
て
生
き
て
き
た
。
「
セ
カ
ン
ド
ハ
ン
ド

の
時
代
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
圧
政
を
倒
し
た
は
ず
の
後
に
や
っ
て
き
た
索
漠
と
し
た
状
況
を
噛
み
し

め
る
感
覚
を
象
徴
し
て
い
る
。
本
書
の
冒
頭
近
く
に
あ
る
次
の
文
章
も
、
そ
う
し
た
感
覚
を
鮮
明
に
物
語

っ
て
い
る
。

「
ほ
ら
、
こ
れ
だ
―
―
自
由
！
わ
た
し
た
ち
が
待
っ
て
い
た
の
は
こ
ん
な
自
由
だ
っ
た
の
か
。
わ
た

し
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
理
想
の
た
め
に
死
ぬ
覚
悟
で
い
た
。
戦
闘
で
た
た
か
う
覚
悟
で
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
始
ま
っ
た
の
は
「
チ
ェ
ー
ホ
フ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
」
く
ら
し
。
歴
史
を
も
た
な
い
く
ら
し
。

…
…
新
し
い
夢
は
、
家
を
建
て
る
こ
と
、
い
い
車
を
買
う
こ
と
、
ス
グ
リ
を
植
え
る
こ
と
…
…
自
由

と
は
、
ロ
シ
ア
の
生
活
に
お
い
て
ふ
だ
ん
は
横
っ
面
を
は
た
か
れ
て
い
る
俗
物
根
性
の
復
権
の
こ
と

だ
っ
た
の
だ
」
（
七
頁
）
。

こ
れ
は
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
言
葉
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
政

治
的
自
由
へ
の
渇
望
は
人
々
を
突
き
動
か
し
て
き
た
が
、
こ
の
種
の
欲
求
が
特
定
の
除
去
可
能
な
原
因
―

―
専
制
的
政
府
の
邪
悪
な
行
為
―
―
に
よ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
短
期
的
な
も
の
に
終
わ
る
。
当
初
の
状

態
が
過
ぎ
去
る
と
、
独
立
へ
の
欲
求
は
弱
ま
り
、
自
由
へ
の
本
物
の
愛
と
み
え
た
も
の
は
、
実
は
圧
政
者

アレクシエーヴィチ『セカンドハンドの時代』を読む
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私
は
こ
れ
と
同
じ
個
所
を
『
現
存
し
た
社
会
主
義
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リ
ヴ
ァ
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ア
サ
ン
の
素
顔
』
勁
草

書
房
、
一
九
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九
年
、
五
三
九
‐
五
四
〇
頁
で
も
引
用
し
た
。
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へ
の
憎
悪
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る*4

」
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
い
わ
れ
た
こ
の
言
葉
は
、

一
九
九
〇
年
前
後
の
脱
社
会
主
義
革
命
に
も
当
て
は
ま
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
を
一
種
の
運
命
論
的
な
法

則
の
よ
う
な
も
の
と
見
な
す
の
は
、
あ
ま
り
に
も
シ
ニ
カ
ル
な
見
方
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
本
書
も
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
と
に
か
く
、
「
圧
政
へ
の
反
抗
」
「
自
由
へ
の
渇
望
」

が
勝
利
し
た
か
に
見
え
た
そ
の
直
後
か
ら
始
ま
る
幻
滅
と
索
漠
と
し
た
思
い
が
「
ソ
連
以
後
」
の
人
び
と

に
噛
み
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
本
書
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
も
、
勝
ち
取
っ
た
は
ず
の
自
由
が
す
ぐ
失
わ
れ
る
の
は
、
あ
れ
こ
れ
の
為
政
者
だ
け
の
せ
い
で
は

な
い
。
ス
タ
ー
リ
ン
と
か
プ
ー
チ
ン
と
か
ル
カ
シ
ェ
ン
コ
と
か
い
っ
た
特
定
の
名
前
を
挙
げ
て
、
彼
ら
に

す
べ
て
の
責
任
を
か
ぶ
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
大
衆
自
身
の
側
に
目
を
向
け
て
い
る
点
に
本
書
の
価

値
が
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
「
圧
政
」
を
担
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
と
無
縁
な
と
こ
ろ
に
い
る
悪

辣
な
権
力
者
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
私
や
あ
な
た
と
同
じ
よ
う
な
「
普
通
の
人
び
と
」
だ
―
―
本
書
冒
頭

の
ま
え
が
き
が
「
共
犯
者
の
覚
え
書
き
」
と
題
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
洞
察
を
物
語
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

本
書
の
中
に
は
印
象
的
な
個
所
が
多
数
あ
り
、
多
く
の
文
章
を
引
用
し
た
く
な
る
が
、
こ
こ
で
は
最
後

に
一
つ
の
個
所
だ
け
を
―
―
ほ
か
の
多
数
の
文
章
も
こ
れ
と
同
等
以
上
に
印
象
的
だ
と
い
う
こ
と
を
断
わ

り
つ
つ
―
―
引
用
し
て
お
く
。

「
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
・
ブ
ー
ム
や
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
風
の
歴
史
の
ブ
ー
ム
は
去
り
つ
つ
あ

る
。
以
前
は
『
収
容
所
群
島
』
の
せ
い
で
投
獄
さ
れ
て
い
た
。
人
々
は
こ
っ
そ
り
読
ん
だ
り
、
タ
イ

プ
ラ
イ
タ
ー
で
コ
ピ
ー
し
た
り
、
手
書
き
で
写
し
た
り
し
て
い
た
。
わ
た
し
は
信
じ
て
い
た
…
…
た

く
さ
ん
の
人
が
読
ん
だ
ら
、
す
べ
て
が
変
わ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
た
ん
で
す
。
改
悛
し
涙
す
る
だ

ろ
う
と
。
と
こ
ろ
が
ど
う
な
り
ま
し
た
か
。
出
版
さ
れ
な
い
と
わ
か
っ
て
て
書
か
れ
た
も
の
が
す
べ

て
出
版
さ
れ
て
、
ひ
そ
か
に
考
え
て
た
こ
と
が
す
べ
て
公
開
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
ど
う
な
っ
た
？
こ

れ
ら
の
本
は
書
籍
市
に
並
べ
ら
れ
て
、
ほ
こ
り
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
そ
の
脇
を
人
び
と
が
足
早
に
と

お
り
す
ぎ
て
い
く
…
…
」
（
三
四
〇
頁
）
。

（
二
〇
一
七
年
三
月
）
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