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デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
レ
ム
ニ
ッ
ク
『
レ
ー
ニ
ン
の
墓
―
―
ソ
連
帝
国
最
後
の
日
々
』
上
・
下
（
白
水
社
、
二

〇
一
一
年
）

ソ
連
最
末
期
の
日
々
（
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
と
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
時
代
）
お
よ
び
そ
の
時
期
に
大
量
に
暴

か
れ
た
ソ
連
史
上
の
様
々
な
悲
劇
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
諸
外
国
で
も
日
本
で
も
膨
大
な
量
の
文

献
が
書
か
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
玉
石
混
淆
で
あ
り
、
論
争
点
や
未
解
明
点
も
数
多
い
が
、
と
も
か
く
そ

れ
ら
を
注
意
深
く
読
む
な
ら
、
ソ
連
の
歴
史
お
よ
び
そ
の
最
後
の
日
々
に
関
す
る
多
く
の
知
識
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
中
で
、
ま
た
も
う
一
つ
、
上
・
下
巻
あ
わ
せ
て
約
八
〇
〇
頁
に
も
及
ぶ
大
著
が

日
本
語
に
訳
さ
れ
た
。
既
存
の
文
献
に
よ
っ
て
大
量
の
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
も
う
一

つ
の
大
著
を
付
け
加
え
る
こ
と
の
意
義
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
情
報
や
観
点
を
ど

の
程
度
提
供
し
て
い
る
か
に
か
か
る
。

そ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
本
書
を
読
ん
だ
感
想
を
一
言
で
言
う
な
ら
、
大
部
分
が
陳
腐
で
あ
り
、
新
味
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
あ
っ
け
な
い
結
論
で
、
我
な
が
ら
気
が
引
け
る
が
、
残
念
な
が
ら

そ
れ
以
外
に
言
い
よ
う
が
な
い
と
い
う
の
が
実
際
で
あ
る
。

私
は
本
書
の
前
の
方
を
読
ん
で
、
あ
ま
り
大
し
た
こ
と
な
い
書
物
だ
な
と
い
う
印
象
を
懐
い
た
が
、
そ

れ
で
も
ど
こ
か
に
新
し
い
情
報
や
観
察
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
―
―
何
と
い
っ
て
も
、
著
者
は
ソ
連
末
期

に
現
地
で
取
材
を
続
け
て
い
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
し
、
こ
れ
だ
け
分
厚
い
著
作
な
ら
、
そ
の
ど
こ
か
に

は
そ
う
し
た
要
素
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
―
―
と
思
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
個
所
を
見
落
と
す
ま
い
と
心
が

け
な
が
ら
、
辛
抱
強
く
最
後
ま
で
通
読
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
こ
れ
は
新
し
い
」
と
感
じ
た
の
は
、
た
だ

三
個
所
だ
け
で
あ
る
。

先
ず
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
モ
ス
ク
ワ
大
学
に
入
る
前
に
地
方
の
中
等
学
校
に
い
た
頃
の
ガ
ー
ル
フ
レ
ン

ド
を
探
し
出
し
て
、
少
年
時
代
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
に
つ
い
て
詳
し
く
聞
き
出
し
た
個
所
が
あ
る
（
第
一
〇

章

）
。
こ
れ
は
掘
り
出
し
物
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
も
う
一
つ
、
一
九
六
二
年
の
ノ
ヴ
ォ
チ
ェ
ル
カ
ッ

ス
ク
暴
動
時
に
出
動
を
拒
否
し
た
軍
人
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
が
あ
る
（
第
二
七
章

）
。
こ
れ
も
私
に
と
っ

て
は
初
耳
だ
っ
た
。
こ
の
二
つ
と
違
っ
て
純
然
た
る
新
情
報
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
な
り
に
興
味
深
い

情
報
を
提
供
し
て
い
る
の
は
、
レ
ン
・
カ
ル
ピ
ン
ス
キ
ー
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
あ
る
（
第
一
一
章

）
。

カ
ル
ピ
ン
ス
キ
ー
は
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
活
躍
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
、
私
は
そ
の
名
は
よ
く
知
っ

て
い
た
し
、
当
時
彼
の
書
い
た
文
章
は
か
な
り
た
く
さ
ん
読
ん
で
い
た
が
、
そ
の
経
歴
を
詳
し
く
知
っ
た

の
は
、
こ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
が
は
じ
め
て
で
あ
る
〔
末
尾
の
補
注
参
照
〕
。
彼
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
全
体

と
し
て
凡
庸
な
本
書
の
中
で
最
も
興
味
深
い
個
所
と
な
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
部
分
的
功
績
が
あ
る
と
は
い
え
、
以
上
の
三
個
所
を
全
部
あ
わ
せ
て
も
二
六
頁
に
し
か
な
ら

な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
全
巻
の
五
％
に
も
満
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
九
五
％
以
上
が
陳
腐
で
あ

る
よ
う
な
分
厚
い
著
作
を
何
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
邦
訳
し
た
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
。

問
題
は
新
味
に
乏
し
い
と
い
う
点
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
本
書
に
お
け
る
記
述
は
、
全
体
と
し
て
、

善
玉
・
悪
玉
的
図
式
に
よ
る
過
度
に
明
快
な
割
り
切
り
に
貫
か
れ
て
い
る
。
や
や
具
体
的
に
い
う
な
ら
、
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一
貫
し
て
「
善
玉
」
と
描
か
れ
て
い
る
の
は
サ
ハ
ロ
フ
と
ヤ
コ
ヴ
レ
フ
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
圧
倒
的
多

数
の
政
治
家
や
官
僚
た
ち
は
純
然
た
る
「
悪
玉
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
や
や
ど
っ
ち
つ
か
ず
な
の
は
ゴ
ル

バ
チ
ョ
フ
と
エ
リ
ツ
ィ
ン
で
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
に
つ
い
て
は
、
政
権
初
期
に
は
一
定
の
肯
定
的
役
割
を
果

た
し
た
も
の
の
、
そ
れ
も
中
途
半
端
で
あ
り
、
次
第
に
保
守
化
し
て
、
遂
に
は
「
反
動
派
」
＝
悪
玉
と
一

体
化
し
た
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。
他
方
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
に
つ
い
て
は
、
彼
個
人
の
個
性
に
は
若
干
の
問

題
が
あ
り
は
す
る
も
の
の
、
善
玉
た
ち
の
運
動
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
そ
の
前
進
を
助
け
た
と
い
う
位
置

づ
け
に
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
全
て
を
白
か
黒
か
―
―
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
「
黒
に
近
い
灰
色
」

と
「
白
に
近
い
灰
色
」
が
こ
れ
に
付
け
加
わ
る
―
―
で
塗
り
つ
ぶ
す
図
式
が
本
書
を
一
貫
し
て
い
る
。
善

悪
二
元
論
に
立
脚
し
た
こ
の
図
式
は
、
当
時
の
政
治
情
勢
の
中
で
か
な
り
流
行
っ
た
も
の
だ
が
、
歴
史
の

複
雑
な
襞
を
無
視
し
た
安
直
な
理
解
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ソ
連
の
歴
史
は
、
数
多
く
の
悲
劇
・
矛
盾
・
惨
禍
・
逆
説
・
苦
悩
等
々
に
満
ち

て
い
る
。
そ
れ
は
巨
万
の
人
々
を
巻
き
込
ん
だ
荘
厳
な
ド
ラ
マ
だ
っ
た
。
し
か
し
、
著
者
は
、
そ
れ
ら
を

引
き
起
こ
し
た
要
因
や
背
景
を
深
く
解
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
単
純
に
あ
れ
こ
れ
の
人
物
に
対

し
て
悪
罵
や
嘲
笑
を
投
げ
か
け
て
こ
と
た
れ
り
と
し
て
い
る
。
著
者
が
「
悪
玉
」
と
見
な
す
人
た
ち
の
描

き
方
は
極
度
に
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
化
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
彼
ら
に
貼
ら
れ
て
い
る
レ
ッ
テ
ル
は
、
「
三
流

政
治
家
」
、
「
ま
ぬ
け
官
僚
」
、
「
ど
こ
ま
で
も
汚
れ
て
い
て
、
一
匹
の
獣
」
、
「
太
鼓
持
ち
」
、
「
妄
想
狂
の

信
頼
す
る
に
足
り
な
い
愚
か
者
」
、
「
異
常
に
う
ぬ
ぼ
れ
」
、
「
女
た
ら
し
で
酔
っ
ぱ
ら
い
の
愚
鈍
な
党
官

僚
」
、
「
低
級
喜
劇
の
ば
か
コ
ン
ビ
」
等
々
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
ま
る
で
、
ソ
連
国
民
が
耐
え
が
た
い
辛

酸
を
な
め
た
の
は
、
た
だ
単
に
、
横
暴
で
愚
劣
で
野
蛮
な
人
た
ち
が
君
臨
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
よ
う

な
単
純
な
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。
す
べ
て
は
荘
厳
な
悲
劇
で
は
な
く
、
安
っ
ぽ
い
ド
タ
バ
タ
喜
劇
―
―
著

者
自
身
が
「
低
級
喜
劇
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
は
い
ま
紹
介
し
た
通
り
―
―
に
な
っ
て
し
ま
う
。

お
そ
ら
く
、
一
九
九
〇
年
前
後
の
ソ
連
の
人
々
の
間
に
は
、
権
力
者
に
対
し
て
こ
う
し
た
悪
罵
を
投
げ

つ
け
ず
に
は
お
れ
な
い
心
情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ

を
外
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
読
者
が
―
―
そ
れ
も
大
分
時
間
が
経
っ
て
か
ら
振
り
返
る
と
き
に
―
―
そ

の
ま
ま
繰
り
返
す
の
は
、
歴
史
を
深
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
は
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
中
に
は
、
他
国
を
見
下
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
巨
大
な
悲
劇
を
単
な

る
愚
劣
さ
の
産
物
と
片
づ
け
る
傾
向
が
と
き
お
り
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
口
に
ア
メ
リ
カ
人
と
い
っ

て
も
千
差
万
別
で
あ
り
、
み
ん
な
が
み
ん
な
そ
う
し
た
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
持
ち
主
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
本
書
の
著
者
に
は
そ
う
し
た
傾
向
が
特
に
顕
著
で
あ
る
。
何
と
も
残
念
だ
と
い
う
ほ
か
な
い
。

（
二
〇
一
一
年
四
月
）

〔

補

注

〕

初

稿

の

時

点

で

は

見

落

と

し

て

い

た

が

、L
en

K
arpinsky,

"T
he

A
utobiography

of
a

'H
alf-D

issident',"
in

Stephen
F.

C
ohen

and
K

atrina
V

anden
H

euvel
(eds.),

V
oices

of
G

lasnost:
Interview

s

w
ith

G
orbachev's

R
eform

ers,
N

ew
Y

ork
and

L
ondon:

W
.

W
.

N
orton,

1989

は
、
本
書
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容

を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後
に
出
た
ジ
ョ
レ
ス
・
Ａ
・
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
、
ロ
イ
・
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
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『
回
想

1925-2010

』
現
代
思
潮
新
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
二
‐
一
七
五
頁
も
参
照
。

（
二
〇
一
三
年
四
月
）
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