
日

ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
恐
怖
の
渦

qu
中
に
投
げ
込
ま
れ 、
苛
酷
な
収
容

l
所生
活
に
耐
え
抜い
たユ
ダ
ヤ
系

配
女
性の
回
想
で
あ
る 。
ソ
連
の
収

FF
容
所
につ
い
て
は 、
既
に
告
発
の

11
書
が
数多
く
書
か
れ
て
い
る
が 、

ω
こ
の
回
想
は
従
来
の
も
の
と
は一

1
線
を
画
す
よ
う
な
比
類
な
い
体
験

川川
や
観
察
を
含
ん
で
お
り 、
実
に
新

舛
鮮で
あ
る 。

聞ι川
・2耳経産PHU

仮
に
社
会主
義
や
ス
タ
ー
リニ

ズ
ム
と
いっ
た
文
脈
を
離
れ
て
読

ん
だ
と
し
て
も 、
波
澗
に
富
ん
だ

人生
を
懸
命
に 、
ま
た
愛
情
豊
か

に生
き
た
女
性の
自
伝
と
し
て
文

句
な
し
に
面
白い 。

著
者
は一
九一
五
年
ワル
シャ

ワ生
ま
れ 。
両
親
は
熱
烈
な
共
産

主
義
者
だっ
た 。
父
は
トロ
ッ
キ

ー
と
と
も
に
革
命の
た
め
に
戦つ

ル
ー

ズベ
ル
ト

は
手
紙
は
大

抵
は
タ
イ
プ
し 、
そ
れ
に
手
書

き
の
訂正
が
びっ
し
り
と
入っ

て
い
る
そ
う
だ
が 、
ニ
こ
で
採

り
あ
げ
た
子
供
あ
て
の
手
紙
に

は
動
物
や
人
の

ス
ケッ
チ
が
入

っ
た
楽
し
い
も

の
だ 。
挿
絵
画

家
の
セ
ン
ダ
ク

は
簡
潔
に
し
て

躍動
す
る
手
紙

を
書
い
て
い

る 。
酒
瓶
を
じ

っ
と
見つ
め
る

自
画
像
とこ
匹

の
犬
を
摘
く
ム

ン
ク 、
宛
書
ぎ

の
脇
に
奔
放
な

線
画
の
馬
を
描

い
た
ピ
カ
ソ 、

ゴ
ッ

ホ
やゴ
l

め＂＇手紙」 テヤールズ・小ミル卜ン者
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苛酷な収容所生活の鮮明な回想

る 。
サッ
カ
レ
l 、

ゥ
ル
フ 、

オ
1・

へ
ン
リ
l

等
の
作
家
も

達
者な
絵
を
描
く 。
コ
ナ
ン・

ド
イ
ル
の
伯
父
に
あ
た
る
リ

チ

ャ
l
ド
・
ド

イ
ル
の
調
刺
画 、

十五
歳
で
描
か
れ
た
と
言
う
こ

の
作
品
は
ま
さ
に
天
才
的
な
も

の
で
あ
る 。
グァ
ン
・
ル
l

ン

が
軍
隊
に
入っ
て
い
る
息
子に

宛
て
書
い
た
手
紙
に
見
ら
れ
る

空
を
飛
ぶ
キ
リ
ン
の
絵 、
こ
れ

は
父
親の
お
伽
話
な
ん
だ
ろ
う

か 、
こ
ん
な
手
紙
を
受
け
取
る

息
子が
羨
ま
し
く
恩
え
る 。

こ
う
し
て
五
士ハ
人
の
絵
入一

り
書
簡
を
た
ぐっ
て
い
る
と 、

興
味
は
尽
き
な
い 。
た
だ 、
科

学者
に
属
す
る
人
が
フ
ラン
ク

リ
ン
だ
け
で 、
こ
れ
は
円
の
中

の
円
と
言っ
た
創
造
的
な
も
の

だ
が 、
も
し
現物
が
残っ
て
い

る
な
ら 、
科
学者の
分
も
編
集

た
闘
士
だ
が 、
革
命
後の
内
戦
で

命
を
落
と
す 。
一
方 、
母は
ウ
ク

ラ
イ
ナ
で
革
命
運
動
に
従
事
し
た

が 、
革
命の
五
年
後
に
混
乱
の
続

く
ソ
連
を
いっ
た
ん
離
れ
る
決
意

を
し 、
娘
（
筆者）
を
連
れ
て
親

戚の
い
る
カ
ナ
ダ
に
移
り 、
共
産

主
義
の
宣
伝
を
続
け
た 。
そ
し

て 、
三一
年
に
は
移
民
団
を
組織

し
て
「
理
想
の
国」
と
信じ
た
ソ

連
に
娘
と
と
も
に
戻
り 、
こ
こ
か

ら
著
者の
「
ソ
ヴィ
エ
ト

流
浪」

が
始
ま
る
の
で
あ
る 。

母
親の
感
化
を
受
け 、
非
常
に

ロ
マ
ン
ティ
ッ

ク
な
理
想
主
義
者

と
し
て
育っ
て
い
た 。
そ
の
彼
女

が
ソ
連
に
戻っ
て
見た
現
実
は 、

理
想
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
だっ

た 。
や
が
て
粛
清の
時
代
が
始
ま

っ
て 、
夫
は
逮
捕
さ
れ 、
弟
は
自

殺
に
追い
込
ま
れ
る 。
そ
し
て 、

最
後
に
母
親と
著
者
自
身
も
逮
捕

さ
れ 、
スパ
イ
罪で
シベ
リ
ア
送

り
に
な
る
の
で
あ
る 。

と
は
い
え 、
こ
れ
は
単
な
る
政

治
的
告
発
の
書
で
は
な
い 。
収
容

所の
地
獄
の
中
に
顔
を
の
ぞ
か
せ

る
野
い
ち
ご
を

男準足
い
著
者

に
は 、
繊
細
な
詩
人
の
ま
な
ざ
し

が
備
わっ
て
い
る 。
そ
し
て 、
カ

ナ
ダ
市
民
権
を
取
得
し 、
現
在
カ

ナ
ダ
に
住
む
彼
女
は 、
新し
い
社

会
の
夢
を
信じ
る
者
た
ち
の
「
炎

は
再
び
燃
え
上
が
る
の
だ
ろ
う

か」
と
最
後
に
問
い
掛
け
る
の
で

あ
る 。誰

し
も
こ
の
結
び
を
読め
ば 、

「
あ
れ
ほ
ど
の
辛
酸
を
な
め
さ
せ

ら
れ
な
が
ら 、
ま
だ
こ
ん
な
こ
と

を
？」
と 、
著
者の
不
屈の
理
想

主
義
的
気
質
に
驚
く
と
と
も
に 、

爽
や
か
な
感
動
を
覚
え
る
こ
ι
だ

ろ
う 。ソ

連
で
共
産主
義
の
根
本
的
な

見
直し
が
始
め
ら
れ
て
い
る
折だ

け
に 、
こ
の
間
い
の
意
味
は
極
め

て
大
き
い 。

H
荒
こ
の
み
訳

（
岩
波
書
店
・二
五
O
O
円）

東
京大助
教授
沼野充
義
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