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一
　
は
じ
め
に

本
論
で
は
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
︵
当
時
︶
の
雑
誌
﹃
外
国
文
学
﹄

1

一
九
八
八
年
十

月
号
に
掲
載
さ
れ
た
、
グ
リ
ゴ
ー
リ
イ
・
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
ィ
リ

2

の
手
に
な
る
三
島

由
紀
夫
﹃
憂
国
﹄
ロ
シ
ア
語
訳

3

の
特
徴
的
な
翻
訳
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、

﹃
憂
国
﹄
ロ
シ
ア
語
訳
テ
ク
ス
ト
が
発
表
さ
れ
た
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
の
言
論
活

動
に
つ
い
て
整
理
し
た
う
え
で
、
こ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取
れ
る
同
時
代

ソ
連
に
対
す
る
批
評
性
を
明
ら
か
に
す
る
。

雑
誌
﹃
外
国
文
学
﹄
は
、
ソ
連
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
﹁
西
側
﹂
の
文
化
を
紹
介

す
る
雑
誌
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
は
、
ナ
ボ
コ
フ
や
ブ

ロ
ツ
キ
ー
な
ど
、﹁
亡
命
ロ
シ
ア
人
﹂
の
作
品
も
掲
載
さ
れ
た
。
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
ィ

リ
訳
﹃
憂
国
﹄
は
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
世
に
出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
ィ
リ
に
よ
れ
ば
﹁
何
回
か
の
不
成
功
に
終
わ
っ
た
試
み
﹂

4

の
後
、

念
願
か
な
っ
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
九
八
年
十
月
号
か

ら
﹃
外
国
文
学
﹄
の
編
集
長
を
チ
ン
ギ
ス
・
ア
イ
ト
マ
ー
ト
フ
が
つ
と
め
て
い
る

こ
と
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
ア
イ
ト
マ
ー
ト
フ
は
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
を
支
え
、

一
九
九
〇
年
に
ソ
連
大
統
領
会
議
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る

5

。
旧
ソ
連

に
お
け
る
三
島
由
紀
夫
及
び
三
島
作
品
の
紹
介
の
背
景
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
政

治
的
な
状
況
は
無
視
で
き
な
い
。
だ
が
、
こ
の
﹃
憂
国
﹄
ロ
シ
ア
語
訳
テ
ク
ス
ト

に
は
硬
直
化
し
た
体
制
を
批
判
す
る
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
影
響
だ
け
で
は
な
く
、

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
そ
の
も
の
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
戦
略
性
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

本
論
で
は
、﹃
憂
国
﹄
ロ
シ
ア
語
訳
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
天
皇
制
に
ま
つ
わ
る

語
の
表
記
に
着
目
す
る
こ
と
で
そ
の
戦
略
性
を
明
ら
か
に
す
る
。

二
　  

別
格
化
さ
れ
る
「
大
義
」 

―『
憂
国
』
ロ
シ
ア
語
訳
の
特
徴
―

グ
リ
ゴ
ー
リ
イ
・
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
ィ
リ
訳
﹃
憂
国
﹄
ロ
シ
ア
語
版
と
と
も
に
、

彼
の
手
に
な
る
評
論
﹃
聖
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
の
殉
教
、
あ
る
い
は
死
に
魅
せ
ら
れ
し

者
﹄

6

が
雑
誌
﹃
外
国
文
学
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
評
論
は
、
そ
れ
ま
で
ソ
連
に

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

別
冊　

24
号
―
1　

二
〇
一
六
年
九
月

語
り
直
さ
れ
る
「
大
義
」

― 

三
島
由
紀
夫
﹃
憂
国
﹄
ロ
シ
ア
語
訳
に
お
け
る
翻
訳
の
戦
略
性 

―

村　

上　

智　

子
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お
い
て
、
作
品
を
公
に
翻
訳
紹
介
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
作
家
三
島
由
紀
夫

と
そ
の
代
表
作
に
つ
い
て
紹
介
し
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ソ
連
で
三
島
が
﹁
フ
ァ

シ
ス
ト
﹂
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
、
彼
の
作
品
が
発
禁
に
な
り
ソ
連
の
読
者

へ
三
島
由
紀
夫
の
作
品
が
行
き
渡
ら
な
か
っ
た
歴
史
を
振
り
返
っ
た
後
で
、
チ
ハ

ル
チ
シ
ヴ
ィ
リ
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

幸
い
な
こ
と
に
、
時
は
変
わ
っ
た
。
今
は
作
家
の
創
作
と
人
生
の
道
の
り
を

よ
り
落
ち
着
い
て
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
矯
正
や
暴
露
な
し
に
、
文
学

的
分
析
を
単
純
化
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
図
式
と
と
り
か
え
ず
に
。︵
中

略
︶
も
っ
と
も
簡
単
な
の
は
、
お
そ
ら
く
、
三
島
を
怪
物
か
悪
魔
の
落
と
し

子
で
あ
る
と
評
価
し
、
恐
怖
を
も
っ
て
関
わ
る
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
を

止
め
る
の
は
た
っ
た
一
つ
の
要
素
―
三
島
の
疑
い
よ
う
の
な
い
才
能
だ
、
そ

れ
は
無
条
件
に
病
的
な
も
の
だ
、
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
明
瞭
な
輝
か
し
い
も

の
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

三
島
を
フ
ァ
シ
ス
ト
と
断
じ
た
ソ
連
当
局

7

や
、
そ
れ
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
た

ソ
連
文
学
界
に
対
す
る
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
ィ
リ
の
批
判
的
な
態
度
が
示
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
特
定
の
見
方
を
さ
れ
や
す
い
三
島
︵
作
品
︶
の
魅
力
を
ソ
連
の
読
者

に
伝
え
た
い
と
い
う
強
い
意
志
も
う
か
が
え
る
。

で
は
、
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
特
に
、
武
山
中
尉
と
麗
子
が
抱
く
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
﹁
大
義
﹂
が
ど
の
よ

う
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
か
注
目
し
て
み
た
い

8

。

二
・
二
六
事
件
の
勃
発
に
よ
っ
て
召
集
さ
れ
た
夫
の
帰
り
を
待
つ
麗
子
が
、
死

を
予
感
し
な
が
ら
形
見
を
整
理
す
る
場
面
で
は
、﹁
大
義
﹂
と
い
う
単
語
に
特

徴
的な

表
記
が
み
ら
れ
る
。

︵
原
文
︶

麗
子
は
そ
の
一
つ
の
栗
鼠
を
手
に
と
つ
て
み
て
、
こ
ん
な
自
分
の
子
供
ら
し

い
愛
着
の
は
る
か
彼
方
に
、
良
人
が
体
現
し
て
ゐ
る
太
陽
の
や
う
な
大
義
を

仰
ぎ
見
た
。

︵
ロ
シ
ア
語
訳
︶

ее гл
аза ви

дел
и осл

еп
и

тел
ьн

ое си
ян

и
е В

ел
и

кого 

Смы
сла,олицеворением которого являлся муж

.

麗
子
が
仰
ぎ
見
る
﹁
大
義
﹂
は
、
ロ
シ
ア
語
で
﹁
偉
大
な
思
考
﹂
と
訳
さ
れ
、﹁
偉

大
なВ

еликого

﹂
と
﹁
思
考С

м
ы

сла

﹂
の
頭
文
字
は
そ
れ
ぞ
れ
大
文
字
で
表

記
さ
れ
強
調
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
中
尉
と
麗
子
の
快
楽
と
﹁
大
義
﹂
の
か
か
わ
り
方
を
描
く
場
面
に
お
い

て
は
、
ロ
シ
ア
語
訳
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
﹁
大
義
﹂︵В

ы
сш

ей 

С
праведливости

︶﹁
神
威
﹂︵Б

ож
ественной В

оли

︶﹁
道
徳
﹂

︵Н
равственности

︶﹁
美
﹂︵К

расоты

︶﹁
正
義
﹂︵И

стины

︶
の
部
分
は
、

頭
文
字
が
大
文
字
で
表
さ
れ
て
い
る
。
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︵
原
文
︶

あ
の
と
き
二
人
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
と
は
は
つ
き
り
意
識
は
し
て
ゐ
な
い

が
、
ふ
た
た
び
余
人
の
知
ら
ぬ
二
人
の
正
当
な
快
楽
が
、
大
義
と
神
威
に
、

一
分
の
隙
も
な
い
完
全
な
道
徳
に
守
ら
れ
た
の
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
二
人

が
目
を
見
交
は
し
て
、
お
互
ひ
の
目
の
な
か
に
正
当
な
死
を
見
出
し
た
と

き
、
ふ
た
た
び
彼
ら
は
何
者
を
も
破
る
こ
と
の
で
き
な
い
鉄
壁
に
包
ま
れ
、

他
人
の
一
指
も
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
美
と
正
義
に
鎧
は
れ
た
の
を
感
じ

た
の
で
あ
る
。

︵
ロ
シ
ア
語
訳
︶

В
 тот м

и
г,х

отя
 он

и
 об этом

 и
 н

е д
у

м
а

л
и

,оба 

почувствовали,что сокры
тое от всех счастье находится под 

надеж
ной заш

итой Вы
сш

ей Справедливости,Бож
ественной 

В
оли и не сокруш

им
ой Н

равственности.П
рочтя в глазах 

друг друга готовность принять достойную
 смерть,порутик 

и его ж
ена вновь осознали,какая м

ощ
ная стальная 

стена,какая прочная броня И
стины

 и К
расоты

 обегает их.

中
尉
と
麗
子
が
最
後
の
情
交
を
終
え
て
死
の
準
備
を
す
る
際
に
も
、
中
尉
が
殉

ず
る
︵
少
な
く
と
も
彼
自
身
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
︶
皇
軍
の
﹁
大
義
﹂
は
、

頭
文
字
が
大
文
字
で
表
記
さ
れ
強
調
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
中
尉
の
遺
書
は
以

下
の
よ
う
な
表
記
で
あ
る
。

︵
原
文
︶

﹁
皇
軍
万
歳　

陸
軍
歩
兵
中
尉
武
山
信
二
﹂

︵
ロ
シ
ア
語
訳
︶

︽Д
а здравствует И

мператорская А
рмия! П

оручик С
индзи 

Такэяма

︾

原
文
で
﹁
皇
軍
﹂
に
当
た
る
部
分
はИ

мператорская Армия

と
訳
さ
れ
、

頭
文
字
が
大
文
字
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
死
に
臨
ん
で
白
無
垢
姿
に
な
っ
た
妻
麗
子
を
見
る
中
尉
の
様
子
は
以
下

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

︵
原
文
︶

中
尉
は
目
の
前
の
花
嫁
の
や
う
な
白
無
垢
の
美
し
い
妻
の
姿
に
、
自
分
が
愛

し
そ
れ
に
身
を
捧
げ
て
き
た
皇
室
や
国
家
や
軍
旗
や
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
花

や
い
だ
幻
を
見
る
や
う
な
気
が
し
た
。

︵
ロ
シ
ア
語
訳
︶

Б
е

л
а

я
,п

о
х

о
ж

а
я

 н
а

 н
е

в
е

ст
у

,н
е

п
о

д
в

и
ж

н
а

я 

ф
игураолицетворяла для поручика все то,ради чего он 

ж
ил.И

мператопра,Родину,Боевое Знамя.
︵
再
訳
︶

白
い
、
花
嫁
に
似
た
衣
装
を
着
た
動
じ
な
い
姿
は
、
中
尉
に
と
っ
て
の
生
き

る
目
的
―
天
皇
・
祖
国
・
軍
旗
―
の
す
べ
て
を
具
象
化
し
て
い
た
。
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こ
こ
で
、﹁
輝
か
し
い
シ
ン
ボ
ル
﹂
で
あ
る
﹁
皇
室
﹂﹁
国
家
﹂﹁
軍
旗
﹂
の
訳

語
は
す
べ
て
頭
文
字
が
大
文
字
と
な
っ
て
い
る
。
中
尉
の
抱
く
﹁
大
義
﹂
を
象
徴

す
る
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
表
記
の
仕
方
に
よ
っ
て
別
格
化
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
ロ
シ
ア
語
で
は
、
文
頭
以
外
の
特
定
の
単
語
を
大
文
字
に
す
る
と
き
、

そ
の
語
は
特
別
な
意
味
を
帯
び
る
。
そ
れ
は
﹁
固
有
の
何
か
﹂
と
い
う
意
味
で
あ

り
、
時
に
は
﹁
神
﹂
ま
た
は
そ
れ
に
か
か
わ
る
も
の
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
。

﹁
神
威
﹂
と
い
う
言
葉
の
頭
文
字
を
大
文
字
で
表
記
す
る
と
い
う
の
は
ソ
連
に
お

い
て
は
特
別
な
意
味
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ソ
連
の
中
央
政
府

は
無
神
論
の
立
場
を
と
っ
て
お
り

9

、
そ
れ
は
体
制
側
の
言
語
操
作
に
も
あ
ら
わ
れ

て
い
た
か
ら
だ
。﹁
神
﹂
と
い
う
単
語
を
例
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
ソ
連
で
は
頭
文

字
を
大
文
字
で
書
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た

0
。

神
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
を
大
文
字
に
し
て
綴
る
と
い
う
こ
と
は
、
無

神
論
を
う
ち
た
て
て
き
た
体
制
を
批
判
す
る

!

意
味
を
持
つ
記
号
と
し
て
機
能
し
た

可
能
性
が
大
い
に
あ
る
。

言
葉
を
ど
の
よ
う
に
表
記
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

ス
タ
ン
ス
が
読
み
取
れ
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
と
グ
セ
イ
ノ
フ
は
著
書
﹃1990

年
代
の
ロ
シ
ア
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
素
﹄
に
お
い
て
ま
と

め
て
い
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
高
橋
健
一
郎
氏
の
書
評
論
文
か
ら
引
用
す
る
。

語
末
の
︽
ъ
︾
を
は
じ
め
と
し
て
い
く
つ
か
の
文
字
が
１
９
１
８
年
の
正
書

法
改
正
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
正
書

法
の
改
正
自
体
は
革
命
前
か
ら
革
命
勢
力
と
は
別
に
言
語
学
者
た
ち
に
よ
っ

て
議
論
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
は
革
命
と
は
関
係
な
い
の
だ
が
、

１
９
１
８
年
に
実
施
さ
れ
て
か
ら
は
そ
れ
は
民
主
主
義
的
な
言
語
の
簡
略
化

志
向
や
、
ま
た
世
界
全
体
を
革
命
的
に
変
革
し
よ
う
と
い
う
時
代
の
雰
囲
気

に
呼
応
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
中
で
こ
れ
ら
の
排
除

さ
れ
た
文
字
は
﹁
忌
ま
わ
し
い
過
去
の
遺
物
﹂
と
捉
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
素
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
逆
に
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
時

代
に
は
、
市
場
経
済
に
ち
な
ん
だ
時
代
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
の
︽
б
а
н

к
ъ
︾︵
銀
行
︶、︽
к
о
м
м
е
р
с
а
н
т
ъ
︾︵
実
業
家
︶
と
い
う
単
語

の
末
尾
に
︽
ъ
︾
と
い
う
文
字
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
再
び
別
の
意
味

で
の
﹁
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
素
﹂
と
な
っ
た

@

。

︽
ъ
︾
と
い
う
文
字
は
硬
音
記
号
と
呼
ば
れ
、
子
音
と
母
音
の
間
に
置
か
れ
る

こ
と
に
よ
り
子
音
と
母
音
を
二
つ
の
独
立
し
た
音
に
す
る
役
割
を
果
た
す
。
そ
し

て
、
一
九
一
八
年
の
ロ
シ
ア
語
正
書
法
改
正
ま
で
は
硬
子
音
で
終
わ
る
語
の
語
末

に
表
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ソ
連
誕
生
直
後
の
正
書
法
改
正
に
よ
っ
て
、
語

末
に
︽
ъ
︾
を
表
記
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
ソ
連
誕
生
直
後
は
中
央
政
府
が

全
否
定
し
た
﹁
忌
ま
わ
し
い
過
去
﹂
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
︽
ъ
︾
は
機
能
し

て
い
た
。
し
か
し
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
否
定
さ
れ
て
い

た
資
本
主
義
と
関
係
の
深
い
言
葉
に
使
わ
れ
、
旧
制
度
か
ら
脱
却
す
る
﹁
ペ
レ
ス

ト
ロ
イ
カ
﹂
と
い
う
時
代
を
象
徴
す
る
記
号
と
し
て
機
能
し
た
。

神
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
を
大
文
字
に
し
て
綴
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗

教
を
否
定
し
た
ソ
連
政
府
か
ら
す
れ
ば
ま
さ
に
﹁
忌
ま
わ
し
い
過
去
の
遺
物
﹂
と
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捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
表
記
で
あ
る
。
し
か
し
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
は
硬
直
化

し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
す
る
よ
う
な
﹁
宗
教
の
復
権
﹂
を
象
徴
す
る
も
の
と

し
て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
尉
と
麗
子
の
﹁
大
義
﹂
が
大
文
字
の
表
記
に
よ
っ
て
別
格
化
さ
れ
語
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
政
策
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
一
環
の
よ
う
に
読

み
取
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、﹃
憂
国
﹄
ロ
シ
ア
語
訳
テ
ク
ス
ト
は
そ
の

よ
う
な
単
純
な
構
造
で
は
な
い
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ロ
シ
ア
語
訳
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
天
皇
に

ま
つ
わ
る
言
葉
の
表
記
の
仕
方
で
あ
る
。﹁
弐
﹂
の
章
の
最
後
の
部
分
で
登
場
す

る
﹁
教
育
勅
語
﹂
と
﹁
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
真
影
﹂
と
い
う
単
語
が
、
ロ
シ
ア

語
訳
で
は
ど
の
よ
う
な
表
記
に
な
っ
て
い
る
の
か
注
目
し
て
み
よ
う
。

︵
原
文
︶

こ
れ
ら
の
こ
と
は
す
べ
て
道
徳
的
で
あ
り
、
教
育
勅
語
の
﹁
夫
婦
相
和
シ
﹂

の
訓
え
に
も
叶
つ
て
ゐ
た
、
麗
子
は
一
度
だ
つ
て
口
答
え
は
せ
ず
、
中
尉
も

妻
を
叱
る
べ
き
理
由
を
何
も
見
出
さ
な
か
つ
た
。
階
下
の
神
棚
に
は
皇
太
神

宮
の
御
札
と
共
に
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
真
影
が
飾
ら
れ
、
朝
毎
に
、
出

勤
前
の
中
尉
は
妻
と
共
に
、
神
棚
の
下
で
深
く
頭
を
垂
れ
た
。
捧
げ
る
水
は

毎
朝
汲
み
直
さ
れ
、
榊
は
い
つ
も
つ
や
や
か
に
新
し
か
つ
た
。
こ
の
世
は
す

べ
て
厳
粛
な
神
威
に
守
ら
れ
、
し
か
も
す
み
ず
み
ま
で
身
も
慄
え
る
や
う
な

快
楽
に
溢
れ
て
ゐ
た
。

︵
ロ
シ
ア
語
訳
︶

отнош
ения супругов зиж

делись на глубокой нравственной 

основе- ведь закон,установленны
й им

ператором
,гласил:

︽М
уж

 и ж
ен

а дол
ж

н
ы

 ж
и

ть в п
ол

н
ой гарм

он
и

й

︾.

Р
ейко никогда и ни в чем

 не перечина м
уж

у,ни разу 

не возникло у поручика повода бы
ть ею

 недовольны
м

.

В
 гостиной первого этаж

а,на алтаре,стояла ф
отограф

ия 

им
ператорской ф

ам
илии,и каж

дое утро,перед тем как 

поручик отправлался на служ
бу,молоды

е низко кланялись 

портрету.Рейко еж
едневно поливалв свящ

енное деревце 

сакаки,росш
ее в кадке перед алтарем,и его зелень всегда 

бы
ла свеж

ей и пы
ш

ной.

﹁
教
育
勅
語
﹂
は
、﹁
天
皇
の
名
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
法
律
﹂
と
訳
さ
れ
、

﹁
天
皇
﹂
を
示
す
単
語им

ператором

の
頭
文
字
は
大
文
字
と
な
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
中
尉
と
麗
子
が
﹁
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
真
影
﹂
に
毎
朝
頭
を
下
げ
る

こ
と
が
語
ら
れ
る
部
分
で
は
﹁
御
真
影
﹂
はф

отограф
ияим

ператорской 

ф
ам

илии

と
訳
さ
れ
て
お
り
、﹁
天
皇
の
﹂
と
い
う
意
味
を
表
す
形
容
詞

императорской

の
頭
文
字
は
大
文
字
と
な
っ
て
い
な
い

#

。
中
尉
と
麗
子
の
﹁
大

義
﹂
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
天
皇
に
関
す
る
表
象
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
先
に
挙
げ
た
﹁
国
家
﹂﹁
軍
旗
﹂
な
ど
の
よ
う
に
は
語
頭
が
大
文
字
で
強
調

さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
引
用
し
た
原
文
の
傍
線
部
﹁
こ
の
世
は
す
べ
て
厳
粛
な

神
威
に
守
ら
れ
、
し
か
も
す
み
ず
み
ま
で
身
も
慄
え
る
や
う
な
快
楽
に
溢
れ
て
ゐ
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た
。﹂
は
、
ロ
シ
ア
語
訳
に
お
い
て
は
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
。

頭
文
字
が
大
文
字
で
表
記
さ
れ
別
格
化
さ
れ
て
い
る
﹁
皇
室
﹂﹁
国
家
﹂﹁
軍

旗
﹂
は
、
中
尉
が
麗
子
の
白
無
垢
姿
に
見
出
し
た
﹁
花
や
い
だ
幻
﹂
で
あ
り
、﹁
ほ

か
の
誰
に
も
許
さ
れ
な
い
境
地
﹂
に
身
を
置
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
先

述
し
た
大
文
字
表
記
が
使
わ
れ
て
い
る
﹁
大
義
﹂﹁
神
威
﹂﹁
道
徳
﹂
は
、﹁
余
人

の
知
ら
ぬ
二
人
の
正
当
な
快
楽
﹂
を
守
る
た
め
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
他
の
干
渉
を
許
さ
な
い
よ
う
な
、﹁
自
分
の
肉
の
欲
望
と
憂
国
の
至
情
﹂

が
合
わ
さ
っ
た
中
尉
の
個
人
的
な
信
条
に
か
か
わ
る
概
念
は
別
格
化
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
別
格
化
さ
れ
た
概
念
に
は
麗
子
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
的

で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、﹁
教
育
勅
語
﹂﹁
御
真
影
﹂
と
い
う
天
皇
の
権
力
を
象
徴
す
る

も
の
に
は
大
文
字
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、﹁
教
育
勅
語
﹂
も

﹁
御
真
影
﹂
も
日
本
固
有
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
固
有
名
詞
と
し
て
頭
文
字
を
大

文
字
で
表
記
す
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
ロ
シ
ア
語
訳
テ
ク
ス
ト
で
は
そ
れ
ぞ
れ

﹁
天
皇
の
名
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
法
律
﹂﹁
天
皇
の
写
真
﹂
と
い
う
説
明
的
な
表

現
に
置
き
換
え
ら
れ
、
固
有
名
詞
と
し
て
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
か
の
よ
う
で
あ

る
。
日
本
と
は
異
な
る
文
化
的
・
政
治
的
背
景
を
持
つ
ソ
連
の
読
者
に
も
わ
か
り

や
す
い
よ
う
に
説
明
的
な
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
結

果
と
し
て
小
説
内
に
お
け
る
﹁
現
実
の
﹂
天
皇
制
か
ら
別
格
性
を
失
わ
せ
る
も
の

に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
先
述
の
よ
う
に
ロ
シ
ア
語
訳
テ
ク
ス
ト
で
は
﹁
厳
粛
な
神
威
﹂
の
部
分

は
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
﹁
御
真
影
﹂
に
毎
朝
頭
を
下
げ
、﹁
教
育
勅
語
﹂

の
教
え
に
も
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
当
時
の
国
家
体
制
に
順
応
し
た
生
活
が
﹁
神

威
﹂
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。
中
尉
と
麗
子
が
独
自
の
信
条
に

よ
っ
て
自
害
を
決
意
し
た
場
面
で
﹁
神
威
﹂
が
大
文
字
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い

る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

中
尉
と
麗
子
が
抱
く
﹁
大
義
﹂
は
固
有
名
詞
的
な
表
現
に
よ
っ
て
別
格
化
さ
れ

強
調
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
教
育
勅
語
や
御
真
影
な
ど
具
体
的
な
天
皇
制
の
道

具
は
一
般
名
詞
的
な
表
現
に
よ
っ
て
固
有
性
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。﹁
天
皇
﹂
と

い
う
存
在
を
楯
に
し
て
﹁
大
義
﹂
を
個
人
化
し
、
自
ら
の
美
学
に
殉
じ
よ
う
と
す

る

$

二
人
の
性
質
が
、
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
顕
在
化
し
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
。

﹁
壱
﹂
か
ら
﹁
伍
﹂
ま
で
の
五
部
構
成
で
あ
る
こ
の
小
説
は
、
麗
子
が
夫
の
あ

と
を
追
う
よ
う
に
自
害
す
る
場
面
で
幕
を
閉
じ
る
。
そ
の
彼
女
の
最
期
の
場
面
に

お
い
て
も
、
ロ
シ
ア
語
訳
テ
ク
ス
ト
で
は
特
徴
的
な
表
現
の
置
き
換
え
が
み
ら

れ
る
。

︵
原
文
︶

そ
れ
か
ら
永
い
こ
と
、
化
粧
に
時
を
費
し
た
。
頬
は
濃
い
目
に
紅
を
刷
き
、

唇
も
濃
く
塗
つ
た
。
こ
れ
は
す
で
に
良
人
の
た
め
の
化
粧
で
は
な
か
つ
た
。

残
さ
れ
た
世
界
の
た
め
の
化
粧
で
、
彼
女
の
刷
毛
に
は
壮
大
な
も
の
が
こ
も

つ
て
ゐ
た
。

︵
ロ
シ
ア
語
訳
︶

Д
олго она наклады

вала на лицо косм
етику.П

акры
ла 
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щ
еки рум

ян
ам

и
,ярко п

одвел
а п

ом
адой губы

.Г
ри

м 

предназначался уж
е не для лю

бимого,а для мира,которы
й 

она скоро оставит,поэтому в движ
ении кисточки бы

ло нечто 

величавое.

︵
再
翻
訳
︶

彼
女
は
長
い
時
間
顔
を
化
粧
し
た
。
頬
紅
を
つ
け
、
鮮
や
か
に
口
紅
を
塗
っ

た
。
化
粧
は
す
で
に
愛
す
る
者
の
た
め
で
は
な
く
、
彼
女
が
も
う
す
ぐ
置
き

去
り
に
し
よ
う
と
す
る
世
界
の
た
め
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
、
だ
か
ら

刷
毛
の
動
き
に
は
何
か
荘
厳
な
も
の
が
あ
っ
た
。

﹁
残
さ
れ
た
世
界
﹂
と
は
、
原
作
テ
ク
ス
ト
の
文
脈
か
ら
考
え
れ
ば
﹁
麗
子
に

と
っ
て
す
べ
て
で
あ
っ
た
中
尉
が
こ
の
世
を
去
っ
た
後
、
麗
子
の
手
元
に
残
っ
た

世
界
﹂
で
あ
り
、﹁
中
尉
と
麗
子
の
亡
骸
が
発
見
さ
れ
る
世
界
﹂
だ
と
考
え
ら
れ

る
。﹁
残
さ
れ
た
﹂
と
い
う
受
け
身
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、﹁
残
さ
れ
た

世
界
﹂
の
裏
側
に
あ
る
自
害
と
い
う
動
作
の
主
体
が
ぼ
か
さ
れ
る
効
果
が
あ
る
。

し
か
し
、
翻
訳
に
お
い
て
動
作
の
主
体
が
あ
い
ま
い
な
表
現
は
理
解
を
妨
げ
る
要

因
に
な
る
た
め
、
動
作
の
主
体
を
浮
き
彫
り
に
し
た
翻
訳
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る

%

。
表
現
が
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
シ
ア
語
訳
テ
ク
ス
ト
に
お
い

て
は
麗
子
の
主
体
性
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。

﹃
憂
国
﹄
本
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
麗
子
は
﹁
良
人
の
す
で
に
領
有

し
て
ゐ
る
世
界
に
加
は
る
こ
と
の
喜
び
﹂
の
み
を
い
だ
い
て
、
の
ど
元
に
懐
剣
を

突
き
刺
し
自
害
す
る
。
結
果
と
し
て
﹁
教
育
勅
語
﹂
の
内
容
に
も
反
し
な
い
﹁
従

順
な
妻
﹂
と
し
て
の
役
割
か
ら
外
れ
る
こ
と
な
く
生
を
終
え
た
と
は
い
え
、
死
に

臨
む
瞬
間
の
み
、
彼
女
は
化
粧
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
﹁
軍
人
の
妻
﹂
と
し
て
の

型
か
ら
ず
れ
た
形
で
、
主
体
性
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
世
界
と
向
き
合
お
う
と
す

る
の
で
あ
る
。三

　
翻
訳
と
い
う
「
戦
略
性
」

本
節
で
は
、
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
ィ
リ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
か
ら
﹁
戦
略
性
﹂
を
読
み

取
り
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
お
け
る
三
島
由
紀
夫
作
品
の
ロ
シ
ア
語
翻
訳
の
意

義
に
つ
い
て
再
評
価
を
試
み
る
。

大
義
を
個
人
化
す
る
と
い
う
行
為
は
、
検
閲
な
ど
の
規
制
が
緩
和
さ
れ
た
ペ
レ

ス
ト
ロ
イ
カ
期
と
い
え
ど
も
た
や
す
く
行
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な

ら
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
の
﹁
自
由
﹂
は
、
あ
く
ま
で
も
ソ
連
の
体
制
を
立
て
直

し
強
化
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

私
は
み
な
さ
ん
に
お
願
い
す
る
。
自
分
の
感
情
、
自
分
の
便
宜
、
都
合
の
よ

い
固
定
観
念
を
克
服
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
克
服
し
て
、
国
民
や
社
会
の
こ

と
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
し
な
い
と
わ
れ
わ
れ
は
、
始
め
た
仕
事

を
前
へ
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

^

。

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
政
策
に
よ
っ
て
検
閲
が
緩
和
さ
れ
、
文
学
に
も
自
由
が
訪
れ

た
か
に
見
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に

文
学
者
た
ち
に
要
求
さ
れ
た
こ
と
は
、
個
人
的
な
嗜
好
を
捨
て
て
﹁
国
民
や
社
会



九
八

語
り
直
さ
れ
る
﹁
大
義
﹂︵
村
上
︶

の
こ
と
﹂
を
考
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
政
治
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
呼
応
す
る
よ
う
な
小
説
は
、
た
と
え
ば

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
文
学
の
旗
手
と
呼
ば
れ
て
い
た
チ

ン
ギ
ス
・
ア
イ
ト
マ
ー
ト
フ
の
小
説
﹃
処
刑
台

&

﹄
に
お
い
て
、
主
人
公
の
﹁
神
学

生
﹂
ア
ヴ
ジ
イ
の
姿
を
借
り
て
、
ソ
連
の
政
治
体
制
や
は
び
こ
る
麻
薬
売
買
に
対

す
る
鋭
い
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
。

﹃
処
刑
台
﹄
は
、
ソ
連
の
文
芸
誌
﹃
新
世
界

*

﹄
一
九
八
六
年
六
・
八
・
九
号
に

掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
﹁
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
社
会
に
向
け
て
放
っ
た

血
と
涙
の
に
じ
む
よ
う
な
問
い
か
け
な
ど
に
よ
り
、
連
載
開
始
と
同
時
に
文
学
界

は
も
と
よ
り
、
一
般
読
者
か
ら
宗
教
界
ま
で
を
巻
き
込
む
反
響
を
呼
び
、
と
り
わ

け
若
い
層
に
深
い
感
動
と
共
感
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た

(

﹂
と
い
う
。
一
九
八
六
年

七
月
に
﹃
処
刑
台
﹄
が
休
載
さ
れ
る
と
、﹁
上
部
か
ら
差
し
止
め
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
っ
た
類
の
憶
測
が
飛
び
交
い
、
編
集
部
へ
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
い
つ

い
だ

)

﹂
ほ
ど
の
人
気
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
ソ
連
の
政
治
体
制
や
社
会
に
対
す
る
鋭
い

批
判
が
描
か
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
人
々
を
強
く
ひ

き
つ
け
る
小
説
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、﹃
処
刑
台
﹄
に
お
け
る
宗
教
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
単
に
﹁
古
い
政
治

体
制
を
批
判
す
る
も
の
﹂
と
し
て
の
み
機
能
し
て
い
る
。
沼
野
充
義
は
、
ペ
レ
ス

ト
ロ
イ
カ
期
の
文
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
言
論
の
自
由
に
よ
っ
て
ま
ず
世

に
出
た
の
は
、
変
わ
り
ば
え
の
し
な
い
﹁
社
会
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
文

学
﹂︵
あ
る
い
は
、
批
評
家
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
エ
ロ
フ
ェ
ー
エ
フ
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
﹁
ハ
イ
パ
ー
モ
ラ
リ
ズ
ム
の
文
学
﹂マ

マ

だ
っ
た
。︵
中
略
︶
い
ず
れ
も
、

﹁
体
制
翼
賛
﹂
の
方
向
が
﹁
体
制
批
判
﹂
へ
と
一
八
〇
度
転
換
し
た
だ
け
で
、

文
学
的
に
新
し
い
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
示
し
た
作
品
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い
だ

ろ
う

a

。

不
条
理
な
作
風
で
知
ら
れ
る
作
家
ナ
ー
ル
ビ
コ
ワ

b

は
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
以
後

の
ソ
連
と
芸
術
の
関
係
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
は
今
︿
デ
キ
ル
け
れ
ど
デ
キ
ナ
イ
﹀
と
い
う
時
代
に
生
き
て

い
る
わ
。︵
中
略
︶
わ
た
し
が
興
味
を
持
つ
の
は
、
個
々
の
問
題
じ
ゃ
な
く

て
、
こ
の
︿
デ
キ
ル
け
れ
ど
デ
キ
ナ
イ
﹀
な
の
。︵
中
略
︶
き
っ
と
こ
れ
は

芸
術
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
恵
ま
れ
た
時
代
か
も
し
れ
な
い
。
と
く
に
不
条
理

の
芸
術
に
と
っ
て
。
わ
が
国
ほ
ど
に
不
条
理
な
社
会
を
わ
た
し
は
知
り
ま
せ

ん
⋮
⋮

彼
女
が
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
述
べ
る
よ
う
な
﹁
芸
術
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
恵
ま
れ

た
時
代
﹂
に
発
表
さ
れ
た
三
島
作
品
の
ロ
シ
ア
語
訳
は
、
同
時
代
の
﹁
自
由
﹂
を

利
用
し
て
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
と
い
う
政
治
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
性
質
を
諷
刺

し
、
そ
れ
を
内
破
し
よ
う
と
す
る
戦
略
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
ィ
リ
の
手
に
な
る
﹃
憂
国
﹄
ロ
シ
ア
語
訳
で
は
、
中
尉
と
麗
子

の
抱
く
﹁
大
義
﹂
は
固
有
名
詞
的
な
表
現
に
よ
っ
て
別
格
化
さ
れ
て
語
ら
れ
る
一
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方
で
、
国
家
権
力
そ
の
も
の
と
し
て
の
天
皇
表
象
は
一
般
名
詞
的
に
語
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
人
の
﹁
大
義
﹂
の
向
か
う
先
と
、
具
体
的
な
天
皇
の
権
力

と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
表
現
は
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
お
け
る
旧

体
制
批
判
の
役
割
を
果
た
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
家
へ
の
忠
誠
の
た
め
に
あ
る

﹁
大
義
﹂
を
逆
手
に
と
っ
て
﹁
大
義
﹂
そ
の
も
の
を
、
国
家
体
制
を
内
破
し
よ
う

と
す
る
試
み
を
可
能
に
し
た
。
そ
れ
は
、
ソ
連
に
お
け
る
体
制
を
諷
刺
し
た
小
説

と
類
似
す
る
点
で
も
あ
る
。

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
な
っ
て
よ
う
や
く
ソ
連
で
公
に
出
版
が
許
可
さ
れ
た
小

説
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ザ
ミ
ャ
ー
チ
ン
﹃
わ
れ
ら
﹄

c

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
小
説

は
一
九
二
〇
年
か
ら
二
二
年
に
か
け
て
書
か
れ
、
二
四
年
に
は
英
訳
も
出
版
さ
れ

た
。
し
か
し
、
一
九
二
七
年
に
プ
ラ
ハ
の
雑
誌
に
ロ
シ
ア
語
原
文
が
掲
載
さ
れ
た

際
に
、﹁
ソ
ビ
エ
ト
当
局
に
対
す
る
公
然
た
る
挑
戦
﹂
を
含
ん
だ
作
品
だ
と
当
局

に
判
断
さ
れ
、
ザ
ミ
ャ
ー
チ
ン
は
あ
ら
ゆ
る
出
版
活
動
を
禁
じ
ら
れ
た

d

。﹃
わ
れ

ら
﹄
テ
ク
ス
ト
内
で
は
、
全
地
球
が
﹁
単
一
国
﹂
と
い
う
権
力
に
統
括
さ
れ
生
物

の
衝
動
︵
性
欲
な
ど
︶
も
す
べ
て
﹁
単
一
国
﹂
の
シ
ス
テ
ム
に
統
御
さ
れ
て
い
る

と
い
う
設
定
が
あ
る
。
主
人
公
が
﹁
講
堂
﹂
へ
行
く
よ
う
指
令
を
受
け
、
そ
こ
で

の
セ
レ
モ
ニ
ー
に
参
加
す
る
シ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

さ
あ
、
合
図
の
ベ
ル
だ
。
わ
れ
ら
は
立
ち
上
っ
て
単
一
国
国
歌
を
歌
っ
た

―
演
壇
に
は
、
機
智
を
ふ
り
ま
き
な
が
ら
金
色
の
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
を

き
ら
め
か
せ
て
大フ
ォ
ノ
・声
弁レ
ク
ト
ル士
が
立
っ
て
い
る
。

︵
中
略
︶
突
然
、
私
が
こ
こ
に
来
て
い
る
の
は
、
む
だ
な
こ
と
だ
と
い
う
気

が
し
た
。︵
何
で
︽
む
だ
︾
な
の
だ
ろ
う
？
指
令
を
受
け
た
の
だ
か
ら
来
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
？
︶
た
だ
上
っ
面
だ
け
で
す
べ
て
が
空
虚
に

思
え
た
。
注
意
力
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
の
は
困
難
な
こ
と
で
、
弁
士
の
話

が
根
本
的
テ
ー
マ
に
移
っ
た
と
き
に
や
っ
と
ス
イ
ッ
チ
が
は
い
っ
た
。

﹃
わ
れ
ら
﹄
と
同
時
期
に
よ
う
や
く
公
に
翻
訳
出
版
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
﹃
憂

国
﹄
テ
ク
ス
ト
内
に
登
場
す
る
全
体
主
義
的
な
体
制
を
、
ソ
連
の
体
制
と
重
ね
て

読
解
し
て
み
る
と
、
同
時
代
ソ
連
の
体
制
を
相
対
化
し
内
破
し
よ
う
と
す
る
試
み

が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る
。﹃
わ
れ
ら
﹄
で
描
か
れ
て
い
る
、
ソ
連
政
府
を
連
想
さ
せ

る
全
体
主
義
的
な
シ
ス
テ
ム
を
大
が
か
り
な
儀
式
に
よ
っ
て
賛
美
す
る
姿
は
﹁
御

真
影
﹂
に
敬
礼
し
﹁
教
育
勅
語
﹂
を
固
く
守
る
﹁
天
皇
の
赤
子
﹂
の
姿
と
重
な
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。

﹃
憂
国
﹄﹁
弐
﹂
章
に
登
場
す
る
﹁
御
真
影
﹂﹁
教
育
勅
語
﹂
を
、﹃
わ
れ
ら
﹄
に

描
か
れ
た
﹁
単
一
国
﹂
賛
美
の
儀
式
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
合
わ
せ
て
読
解
し
て
み

る
と
、
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
ィ
リ
の
﹁
天
皇
制
﹂
を
翻
訳
す
る
姿
勢
か
ら
、
全
体
主
義

的
な
シ
ス
テ
ム
を
逆
手
に
と
っ
て
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
個
人
化
し
、
シ
ス
テ

ム
を
内
破
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
読
み
取
れ
る
。

﹃
憂
国
﹄
に
お
け
る
天
皇
制
は
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
の
っ

と
る
よ
う
な
、
古
い
ソ
連
体
制
を
批
判
す
る
た
め
の
﹁
異
国
の
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ

ク
な
思
想
﹂
と
し
て
使
わ
れ
て
は
い
な
い
。
硬
直
化
し
た
ソ
連
体
制
を
批
判
す
る

た
め
に
﹁
宗
教
﹂
と
い
う
別
の
権
力
を
持
ち
出
し
て
二
項
対
立
化
し
語
る
の
み

で
あ
っ
た
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
文
学
に
対
し
、﹃
憂
国
﹄
ロ
シ
ア
語
訳
テ
ク
ス
ト
は
、
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チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
ィ
リ
の
翻
訳
に
よ
っ
て
複
雑
な
権
力
構
造
を
有
す
る
も
の
に
な
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
﹃
憂
国
﹄
ロ
シ
ア
語
訳
は
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
と
い
う
時
代
に

対
す
る
批
評
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
た
。

四
　
お
わ
り
に

本
論
で
は
、
旧
ソ
連
に
お
い
て
三
島
由
紀
夫
作
品
の
発
禁
が
ど
の
よ
う
に
解
か

れ
、
そ
の
後
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
ィ
リ
に
よ
っ
て
翻
訳
紹
介
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に

し
た
。
表
現
・
表
記
の
特
徴
を
整
理
し
た
う
え
で
、
そ
こ
に
︵
翻
訳
テ
ク
ス
ト
が

発
表
さ
れ
た
︶
同
時
代
に
対
す
る
戦
略
性
を
読
み
取
る
こ
と
で
﹃
憂
国
﹄
ロ
シ

ア
語
訳
テ
ク
ス
ト
を
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
の
文
学
と
し
て
再
評
価
す
る
こ
と
を
試

み
た
。

﹃
憂
国
﹄
ロ
シ
ア
語
訳
テ
ク
ス
ト
で
は
、
中
尉
の
﹁
自
分
の
肉
の
欲
望
と
憂
国

の
至
情
﹂
が
合
わ
さ
っ
た
個
人
的
な
信
条
に
ま
つ
わ
る
概
念
は
頭
文
字
が
大
文
字

で
表
記
さ
れ
別
格
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
別
格
化
さ
れ
た
概
念
に
は
麗
子
が
介
在

し
、
中
尉
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
麗
子
は
﹁
大
義
﹂
を
体
現
す
る
。
そ
し

て
、
自
害
直
前
に
化
粧
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
主
体
的
に
世
界
と
向
き
合
お
う
と

す
る
。
そ
れ
は
﹁
軍
人
の
妻
﹂
と
し
て
の
型
か
ら
は
ず
れ
る
行
為
で
あ
り
、
体
制

を
内
破
す
る
行
為
と
な
る
。
い
わ
ば
、﹃
憂
国
﹄
ロ
シ
ア
語
訳
は
個
人
化
さ
れ
た

大
義
が
体
制
を
内
破
し
よ
う
と
す
る
ま
で
の
過
程
を
描
い
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と

解
釈
で
き
る
の
だ
。

ソ
連
の
社
会
主
義
体
制
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
み
別
格
化
さ
れ
た
﹁
大

義
﹂
が
機
能
す
る
こ
と
な
く
、
中
尉
と
麗
子
と
い
う
︿
個
人
﹀
が
政
治
体
制
を
相

対
化
で
き
る
も
の
と
し
て
読
み
取
れ
る
よ
う
に
天
皇
に
ま
つ
わ
る
表
象
が
﹁
翻

訳
﹂
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹃
憂
国
﹄
ロ
シ
ア
語
訳
テ
ク
ス
ト
は
同
時
代
の
ソ

連
文
学
と
は
一
線
を
画
し
た
批
評
性
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
チ
ハ

ル
チ
シ
ヴ
ィ
リ
を
し
て
﹁
彼
︵
三
島
・
引
用
者
注
︶
が
い
か
に
異
文
化
的
な
側
面

を
持
っ
て
い
よ
う
と
も
、
ロ
シ
ア
人
の
愛
の
包
容
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
と
は
思
え
な

い
﹂

e

と
言
わ
し
め
る
ほ
ど
、
三
島
由
紀
夫
及
び
彼
の
作
品
は
、
旧
ソ
連
お
よ
び
ロ

シ
ア
に
と
っ
て
近
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

※
引
用
部
分
の
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
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原
題
は
︽И

ностранная Л
итература

︾。
一
八
九
一
年
に
現
在
の
サ
ン
ク
ト

ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
原
型
と
な
る
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
た
。
現
在
の
名
称
と
な
っ
た
の

は
一
九
五
五
年
か
ら
で
あ
る
。
現
在
で
も
月
一
回
発
行
さ
れ
て
い
る
。
ソ
連
お
よ

び
ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
代
表
的
な
、﹁
外
国
﹂
文
学
を
紹
介
す
る
雑
誌
と
い
え
る
。

　

2

　

 

チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
ィ
リ
は
一
九
五
六
年
に
ト
ビ
リ
シ
で
生
ま
れ
、
モ
ス
ク
ワ
大
学

で
日
本
文
学
を
専
攻
し
た
。
大
学
卒
業
後
は
、
雑
誌
﹃
外
国
文
学
﹄
の
編
集
に
た

ず
さ
わ
り
な
が
ら
、
日
本
文
学
の
翻
訳
を
行
っ
て
い
る
。
三
島
由
紀
夫
の
作
品

が
発
禁
扱
い
だ
っ
た
時
代
か
ら
ひ
そ
か
に
彼
の
作
品
の
翻
訳
を
行
い
、
ペ
レ
ス
ト

ロ
イ
カ
期
に
翻
訳
し
た
も
の
を
世
に
発
表
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ロ
シ
ア
に
お
い

て
三
島
由
紀
夫
を
広
く
知
ら
し
め
る
の
に
多
大
な
貢
献
を
し
た
人
物
と
い
え
る
。

二
〇
〇
七
年
に
は
第
十
六
回
野
間
文
芸
翻
訳
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
ソ
連
で
発
禁

だ
っ
た
三
島
の
作
品
を
粘
り
強
く
翻
訳
し
続
け
た
姿
勢
が
高
く
評
価
さ
れ
た
も
の

で
あ
る 

。
ま
た
、
ボ
リ
ス
・
ア
ク
ー
ニ
ン
と
い
う
筆
名
で
探
偵
小
説
家
と
し
て
も

活
躍
し
て
い
る
。
政
治
に
関
す
る
発
言
も
目
立
っ
て
お
り
、
二
〇
一
二
年
三
月
の

ロ
シ
ア
大
統
領
選
挙
に
先
ん
じ
て
行
わ
れ
た
大
規
模
な
反
プ
ー
チ
ン
市
民
デ
モ
の

先
頭
に
立
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

　

3

　

 М
исим
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/П
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一
〇
一

語
り
直
さ
れ
る
﹁
大
義
﹂︵
村
上
︶

Л
ит.–1988–№

10–С
. 212–219

 

な
お
、
原
作
テ
ク
ス
ト
の
書
誌
情
報
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

 
三
島
由
紀
夫
﹃
憂
国
﹄︵
初
出
﹃
小
説
中
央
公
論
﹄
冬
季
号
、
一
九
六
一
・
一
︶

 
本
文
引
用
は
﹃
憂
国
﹄︵﹃
決
定
版　

三
島
由
紀
夫
全
集　

第
二
〇
巻
﹄

二
〇
〇
二
・
七
、
新
潮
社
︶
に
よ
る
。

　

4

　

 

ボ
リ
ス
・
ア
ク
ー
ニ
ン
﹁
ロ
シ
ア
の
作
家
ミ
シ
ン
カ
﹂︵
イ
ル
メ
ラ
＝
日
地
谷　

キ
ル
シ
ュ
ネ
ラ
イ
ト
編
﹃
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ａ
！　

三
島
由
紀
夫
の
知
的
ル
ー
ツ
と

国
際
的
イ
ン
パ
ク
ト
﹄
二
〇
一
〇
・
一
二
、
昭
和
堂
︶

　

5

　

 

小
松
久
夫
・
梅
村
坦
・
宇
山
智
彦
・
帯
谷
知
可
・
堀
川
徹
編
﹃
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア

を
知
る
事
典
﹄︵
二
〇
〇
五
・
四
、
平
凡
社
︶

　

6

　

 Ч
хартиш

вили Г
. М

ученичество С
вятого С

ебастьяна

，или 
заворож

енны
й смертью

 //И
ностр. Л

ит.–1988–№
10–С

. 203–212

 

な
お
、
引
用
部
分
の
翻
訳
は
引
用
者
、
翻
訳
校
正
は
楠
哲
也
ト
ー
マ
ス
氏
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

　

7

　

 

ソ
ビ
エ
ト
大
百
科
事
典
の
記
述
に
﹁
三
島
の
大
部
分
の
小
説
の
主
要
な
登
場
人
物

は
、
物
理
的
あ
る
い
は
心
理
的
な
不
具
者
で
あ
り
、
彼
ら
は
血
、
恐
怖
、
残
酷
さ
、

あ
る
い
は
倒
錯
し
た
性
行
為
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

極
右
的
な
派
閥
の
代
弁
者
、
三
島
由
紀
夫
は
忠
君
愛
国
的
な
伝
統
の
復
活
の
た
め

に
行
動
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
広
め
た
﹂︵
翻
訳
は
引
用
者
に
よ
る
︶
と
あ
る
。
こ
れ

は
本
稿
で
取
り
扱
っ
て
い
る
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
ィ
リ
の
評
論
の
冒
頭
に
引
用
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

　

8

　

 

拙
稿
﹁
ロ
シ
ア
に
お
け
る
﹃
憂
国
﹄
の
受
容
―
﹁
革
命
﹂
の
イ
コ
ン
と
し
て
﹂︵﹃
リ

テ
ラ
シ
ー
史
研
究
﹄
第
八
号
、
二
〇
一
五
・
一
︶
で
は
、﹃
憂
国
﹄
原
作
テ
ク
ス
ト

と
ロ
シ
ア
語
訳
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
主
に
麗
子
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
が
、
本

論
で
は
天
皇
制
に
ま
つ
わ
る
表
現
と
い
う
観
点
か
ら
主
に
分
析
を
行
う
。

　

9

　

 

ソ
連
憲
法
に
お
い
て
は
信
仰
の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
い
た
が
、
ソ
連
中
央
政
府
は

無
神
論
の
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
を
は
じ
め
と
す
る
宗
教
団

体
は
ひ
っ
そ
り
と
活
動
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
レ
ー
ニ
ン
・
ス
タ
ー
リ

ン
・
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
時
代
に
は
教
会
の
爆
破
や
閉
鎖
、
聖
職
者
の
逮
捕
・
殺
害
な

ど
、
宗
教
弾
圧
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ロ
シ
ア
正
教
と
ソ
連
政
府
の
関
係
性
に
つ
い
て

は
廣
岡
正
久
﹃
ロ
シ
ア
正
教
の
千
年　

聖
と
俗
の
は
ざ
ま
で
﹄︵
一
九
九
三
・
一
二
、

日
本
放
送
出
版
協
会
︶
に
詳
し
い
。
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
お
い
て
は
、
宗
教
弾

圧
も
緩
和
さ
れ
た
。

　

0

　

 

高
橋
健
一
郎
﹁
現
代
ロ
シ
ア
語
に
お
け
る
﹁
ソ
ビ
エ
ト
語
﹂
と
卑
俗
語
：
グ
セ
イ

ノ
フ
著
﹃
１
９
９
０
年
代
の
ロ
シ
ア
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

素
﹄
に
関
す
る
読
書
ノ
ー
ト
﹂︵﹃
札
幌
大
学
外
国
語
学
部
紀
要　

文
化
と
言
語
﹄

第
六
三
号
、
二
〇
〇
五
・
一
〇
︶

　

!

　

 

宗
教
を
用
い
て
ソ
連
の
体
制
の
性
質
を
諷
刺
し
批
判
す
る
文
学
は
、
ペ
レ
ス
ト
ロ

イ
カ
期
以
前
の
検
閲
が
厳
し
か
っ
た
時
代
に
は
公
に
は
出
版
さ
れ
な
い
﹁
地
下
文

学
﹂
と
し
て
ソ
連
に
お
い
て
読
ま
れ
て
い
た
。
ミ
ハ
イ
ル
・
ブ
ル
ガ
ー
コ
フ
﹃
巨
匠

と
マ
ル
ガ
リ
ー
タ
﹄
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
大
粛
清
時
代
に
書
か
れ
、
そ
の
内
容
か
ら
作

者
の
生
前
に
は
出
版
が
か
な
わ
な
か
っ
た
。
ソ
連
反
体
制
文
学
の
金
字
塔
と
呼
ば

れ
る
小
説
で
あ
る
。
小
説
内
で
、
人
智
を
超
え
た
存
在
で
あ
る
悪
魔
た
ち
は
無
神

論
者
を
嘲
笑
い
、
彼
ら
を
窮
地
に
陥
れ
る
行
動
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
宗
教
は
ソ

連
体
制
を
諷
刺
す
る
際
に
効
果
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
こ
の

注
は
ブ
ル
ガ
ー
コ
フ
／
水
野
忠
夫
訳
﹃
巨
匠
と
マ
ル
ガ
リ
ー
タ
﹄︵
二
〇
〇
八
・
四
、

河
出
書
房
新
社
︶
訳
者
解
説
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

@

　

 

注0

に
同
じ
。

　

#

　

 

ソ
連
の
新
聞
に
お
け
る
昭
和
天
皇
崩
御
の
記
事
に
お
い
て
は
、
昭
和
天
皇
は

им
ператур Я

понии Х
ирохито

︵
直
訳
す
れ
ば
日
本
の
天
皇
裕
仁
︶ 

と
表

記
さ
れ
て
お
り
、
固
有
名
詞
で
あ
る
﹁
日
本
﹂﹁
裕
仁
﹂
の
頭
文
字
が
大
文
字
と

な
っ
て
い
る
︵И

звестия–1989№
8 7 января

参
照
︶。
ま
た
、
ソ
ビ
エ
ト

大
百
科
事
典
で
は
﹁
教
育
勅
語
﹂
は
︽И

м
перский эдикт о воспитнии и 

образовании

︾︵
直
訳
す
れ
ば
﹁
帝
国
の
教
育
と
養
育
に
お
け
る
布
告
﹂︶
と
表

記
さ
れ
、﹁
帝
国
の
﹂
を
意
味
す
る
形
容
詞И

м
перский

は
頭
文
字
が
大
文
字
に

な
っ
て
い
る
︵Болиш

ая С
оветскаяЭнциклопедия.И

зд3-е.т.30.1978

参

照
︶。
固
有
名
詞
と
し
て
﹁
教
育
勅
語
﹂
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

﹁
御
真
影
﹂
は
当
時
ロ
シ
ア
語
で
一
般
的
に
ど
の
よ
う
な
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
た

の
か
は
調
査
中
で
あ
る
が
、﹁
教
育
勅
語
﹂
の
訳
さ
れ
方
を
考
慮
す
る
と
、
同
じ
よ

う
に
固
有
名
詞
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。



一
〇
二

語
り
直
さ
れ
る
﹁
大
義
﹂︵
村
上
︶

　
$

　

 

松
本
健
一
﹁
恋
愛
の
政
治
学
―
﹃
憂
国
﹄
と
﹃
英
霊
の
声
﹄﹂︵﹃
國
文
學　

解
釈

と
教
材
の
研
究
﹄
一
九
八
六
・
七
︶
に
、﹃
憂
国
﹄
は
﹁
情
念
、
心
情
の
み
を
描

い
て
い
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
政
治
の
全
否
定
を
果
た
し
て
い
る
﹂
と
の
指
摘
が

あ
る
。

　

%

　

 

英
訳
版
で
も
、﹁
麗
子
が
置
き
去
り
に
し
よ
う
と
す
る
世
界
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

︵Yukio M
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本
文
引
用
は
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
／
国
際
親
善
交
流
セ
ン
タ
ー
編
・
訳
﹃
革
命
―
ペ
レ

ス
ト
ロ
イ
カ
―
﹄︵
一
九
八
七
・
一
一
、
に
ん
げ
ん
社
︶

　

&

　

 Айтматов Ч
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日
本
語
訳
は
佐
藤
祥
子
︵
一
九
八
八
・
三
、
群
像
社
︶

　

*

　

 

原
題
︽Н

овы
й М

ир

︾。
ソ
連
を
代
表
す
る
文
芸
誌
で
あ
り
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ

期
は
文
学
の
自
由
化
に
積
極
的
に
寄
与
し
た
。

　

(

　

 

佐
藤
祥
子
﹁
解
説
﹂︵
ア
イ
ト
マ
ー
ト
フ
／
佐
藤
祥
子
訳
﹃
処
刑
台
﹄

一
九
八
八
・
三
、
群
像
社
︶

　

)

　

 

注(

に
同
じ
。

　

a

　

 

沼
野
充
義
﹁
新
し
く
な
い
ぞ
、
私
は
﹂︵﹃
現
代
詩
手
帖
﹄
一
九
九
一
・
五
︶

　

b

　

 

ナ
ー
ル
ビ
コ
ワ
は
、
一
九
八
八
年
に
中
編
﹃
昼
の
星
と
夜
の
星
、
光
の
均
衡
﹄
で

デ
ビ
ュ
ー
し
て
い
る
。
前
衛
的
な
文
体
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
あ
ふ
れ
る
物
語
は
、

旧
ソ
連
お
よ
び
ロ
シ
ア
の
文
壇
で
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。︵
沼
野
恭
子
訳
﹃
魔
女
た

ち
の
饗
宴　

現
代
ロ
シ
ア
女
性
作
家
選
﹄
一
九
九
八
・
三
、
新
潮
社　

参
照
︶

　

c

　

 

日
本
語
訳
引
用
は
ザ
ミ
ャ
ー
チ
ン
／
川
端
香
男
里
訳
﹃
わ
れ
ら
﹄︵
一
九
九
二
・
一
、

岩
波
文
庫
︶

　

d

　

 

川
端
香
男
里
﹁
解
説
﹂︵
ザ
ミ
ャ
ー
チ
ン
／
川
端
香
男
訳
里
﹃
わ
れ
ら
﹄

一
九
九
二
・
一
、
岩
波
文
庫
︶

　

e

　

 

注4

に
同
じ
。


