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汎
ス
ラ
ヴ
主
義
と
露
土
戦
争

─
大
改
革
後
ロ
シ
ア
の
保
守
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
諸
相

─

竹

中

浩

Ⅰ

は

じ

め

に

一
九
六
〇
年
代
末
は
、
ソ
連
邦
に
お
い
て
、
一
九
世
紀
中
葉
の
思
想
集
団
で
あ
る
ス
ラ
ヴ
派
に
関
心
が
集
ま
っ
た
時
期
で
あ
る
。
ホ

ミ
ャ
コ
ー
フ
、
キ
レ
ー
エ
フ
ス
キ
ー
、
ア
ク
サ
ー
コ
フ
兄
弟
と
い
っ
た
人
々
に
つ
き
、
従
来
の
硬
直
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
評
価
を
批

判
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
な
改
革
を
目
指
す
思
想
運
動
と
し
て
捉
え
る
評
価
が
現
れ
、
論
争
を
惹
起
し
、
結
局
は
肯
定
的
な
評
価
が
定
着
し

た
。
も
ち
ろ
ん
ス
ラ
ヴ
派
に
対
す
る
積
極
的
な
評
価
が
直
ち
に
保
守
主
義
一
般
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
に
結
び
つ
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
で
も
、
七
〇
年
代
末
に
な
る
と
、
ス
ラ
ヴ
派
以
外
の
保
守
主
義
者
に
も
ま
た
分
析
の
光
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
画
期
的

で
あ
っ
た
の
は
一
九
七
八
年
に
出
た
ト
ヴ
ァ
ル
ド
フ
ス
カ
ヤ
の
カ
ト
コ
ー
フ
論
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
政
治
思
想
を
見
る
さ
い
に
本
来
あ

る
べ
き
矛
盾
へ
の
注
目
が
示
さ
れ
て
い
た
。
翌
七
九
年
、
露
土
戦
争
一
〇
〇
年
を
記
念
し
て
刊
行
さ
れ
た
書
物
で
は
、
汎
ス
ラ
ヴ
主
義

者
の
活
動
も
ま
た
セ
ル
ビ
ア
人
や
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
の
民
族
解
放
運
動
を
支
援
し
よ
う
と
い
う
自
発
的
か
つ
広
汎
な
社
会
運
動
の
一
部
と

し
て
評
価
さ
れ
た
。
二
〇
年
の
後
、
ソ
連
邦
の
終
焉
と
と
も
に
歴
史
評
価
に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
制
約
が
な
く
な
る
と
、
そ
れ
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ま
で
傍
流
の
扱
い
を
受
け
て
き
た
ロ
シ
ア
思
想
に
対
す
る
関
心
が
一
挙
に
高
ま
る
。
九
〇
年
代
の
自
由
主
義
論
の
流
行
に
続
い
て
、
二

〇
〇
〇
年
代
の
初
め
に
は
多
く
の
保
守
思
想
家
に
注
目
が
集
ま
り
、
ソ
連
邦
の
時
代
に
は
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
思
想
家
の
著
作
集
が

刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

保
守
思
想
に
対
す
る
評
価
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
見
方
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
帝
政
期
の
ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は

対
外
態
度
と
国
内
問
題
の
双
方
に
ま
た
が
る
現
象
で
あ
り
、
そ
の
現
れ
方
は
時
代
ご
と
の
条
件
に
左
右
さ
れ
る
。
六
〇
年
代
の
カ
フ

カ
ー
ス
・
中
央
ア
ジ
ア
征
服
、
七
〇
年
代
後
半
の
バ
ル
カ
ン
問
題
と
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
、
八
〇
年
代
の
「
ロ
シ
ア
化
」、
九
〇
年
代
の
極
東

進
出
と
い
っ
た
出
来
事
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
そ
の
現
れ
方
は
自
ず
と
異
な
る
。
も
と
よ
り
そ
の
根
底
に
は
、
国
家
的
一
体
性
の
正

当
化
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
明
確
化
と
い
う
、
近
代
国
民
国
家
に
共
通
す
る
課
題
が
常
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

観
点
か
ら
多
様
な
歴
史
的
事
件
を
め
ぐ
る
議
論
を
つ
な
ぐ
糸
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に

は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
言
論
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
の
理
解
を
よ
り
精
密
化
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
本
稿
で
は
ロ
シ
ア
社
会
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
鼓
舞
し
た
い
わ
ゆ
る
保
守
的
言
論
人
に
注
目
し
、
露
土
戦
争
の
時
期
を
中
心

に
、
そ
の
言
論
活
動
に
現
れ
た
思
想
的
立
場
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
よ
り
歴
史
的
か
つ
統

一
的
に
論
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

言
論
を
展
開
す
る
人
た
ち
は
言
葉
の
力
に
よ
っ
て
何
か
を
な
そ
う
と
す
る
。
そ
の
中
心
に
あ
る
の
は
広
義
の
思
想
の
伝
達
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
は
い
わ
ゆ
る
思
想
と
は
関
係
の
薄
い
こ
と
、
た
と
え
ば
新
聞
や
雑
誌
の
編
集
者
で
あ
れ
ば
購
読
者
の
数
に
無
関
心
で

い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
言
論
の
道
を
志
す
人
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
に
関
心
を
集
中
す
る
こ
と
は
な
い
。
購
読
者
の
増

加
も
、
思
想
を
効
果
的
に
伝
達
し
現
実
化
す
る
た
め
の
手
段
と
い
う
側
面
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
時
代
の
現
実
は
彼
ら
の
行
動
に
一
定
の

枠
を
設
け
る
。
言
論
で
生
き
る
人
々
は
そ
の
枠
内
で
社
会
に
働
き
か
け
、
制
約
と
の
相
互
作
用
の
な
か
で
言
葉
に
よ
っ
て
何
か
し
ら
意

（
４
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味
の
あ
る
こ
と
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
言
論
活
動
と
呼
ぶ
の
は
そ
の
よ
う
な
営
み
で
あ
る
。

政
治
思
想
史
研
究
の
基
本
概
念
は
欧
米
の
歴
史
的
経
験
か
ら
抽
象
さ
れ
て
い
る
。「
保
守
的
」
と
か
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
か
の
概

念
に
つ
い
て
も
欧
米
の
経
験
に
基
づ
く
議
論
の
蓄
積
が
あ
り
、
そ
れ
と
の
比
較
で
精
密
な
議
論
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

欧
米
で
は
ロ
シ
ア
の
保
守
主
義
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
が
定
着
し
て
い
る
た
め
か
、
彼
ら
の
思
想
を
比
較
可
能
な
も
の
と
し
て
捉
え
、

真
剣
な
検
討
の
対
象
と
す
る
研
究
は
今
日
で
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
逆
に
愛
国
思
想
へ
の
共
感
が
見
ら
れ
る
昨
今
の
ロ
シ
ア
で
は
、

保
守
的
言
論
人
に
対
し
て
し
ば
し
ば
十
分
な
分
析
な
し
に
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
日
本
の
政
治
思
想
史
研
究
は
ど
ち

ら
の
立
場
か
ら
も
距
離
を
と
る
こ
と
が
比
較
的
容
易
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
保
守
的
言
論
人
に
対
す
る
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
見
方
を
か
た

ち
づ
く
る
う
え
で
少
な
か
ら
ぬ
貢
献
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

露
土
戦
争
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
関
わ
り
に
関
し
て
は
、
日
本
で
は
高
田
和
夫
の
研
究
が
重
要
で
あ
る
。
高
田
は
活
字
メ
デ
ィ
ア
の

発
達
と
言
論
の
影
響
が
及
ぶ
範
囲
の
広
が
り
に
注
目
し
、
バ
ル
カ
ン
を
め
ぐ
る
ロ
シ
ア
社
会
の
動
き
を
社
会
史
的
な
視
角
か
ら
捉
え
よ

う
と
し
た
。
し
か
し
、
高
田
は
情
報
伝
達
の
仕
組
み
の
確
立
を
議
論
の
中
心
に
据
え
る
た
め
、
あ
え
て
政
治
的
な
座
標
軸
を
度
外
視
し

て
考
え
る
。
ロ
シ
ア
社
会
に
影
響
を
与
え
た
言
論
の
内
部
に
あ
る
微
妙
な
色
合
い
の
違
い
に
は
目
を
つ
ぶ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
を
め

ぐ
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
複
雑
な
思
想
の
諸
問
題
を
、
自
明
の
存
在
と
し
て
の
大
ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
異
な
っ
た
発
現
形
態

と
し
て
一
括
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
大
き
な
括
り
方
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
も
の
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
零
れ
落

ち
る
も
の
も
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
時
代
の
思
想
状
況
と
深
く
関
わ
る
問
題
群
の
整
理
を
通
じ
て
、
議
論

の
肌
理
を
も
う
少
し
細
か
く
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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Ⅱ

ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
宗
教
と
軍
事

通
常
保
守
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
括
ら
れ
る
も
の
の
な
か
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
過
激
な
右
派
の
刊
行
物
で

あ
る
。
部
数
は
少
な
い
が
、
発
行
者
自
身
が
裕
福
で
あ
る
場
合
も
多
く
、
政
府
＝
検
閲
と
の
衝
突
を
そ
れ
ほ
ど
恐
れ
な
い
。
一
八
七
二

年
か
ら
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ーV

.
P.
M
eshcherskii

（
一
八
三
九
─
一
九
一
四
年
）
が
発
行
し
、
一
時
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
も
編
集
者

を
務
め
た
『
市
民G

razhdanin

』
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
さ
ら
に
六
〇
年
代
に
お
け
る
ト
ル
キ
ス
タ
ン
征
服
の
立
役
者
で
あ
る
チ
ェ
ル

ニ
ャ
ー
エ
フM

.
G
.
C
herniaev

（
一
八
二
六
─
九
八
年
）
が
編
集
・
発
行
し
た
『
ロ
シ
ア
世
界R

usskii
m
ir

』
も
外
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
の
新
聞
は
、
一
八
七
一
年
、
そ
れ
ま
で
の
『
ヴ
ェ
ス
チV

est’

』
に
代
わ
り
、
極
端
な
貴
族
特
権
維
持
の
主
張
を
展
開
す
る
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
登
場
し
た
。

こ
れ
ら
と
は
別
に
、
思
想
的
・
政
治
的
な
一
貫
性
と
並
ん
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
よ
り
広
汎
な
読
者
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と

を
目
指
す
定
期
刊
行
物
が
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
刊
行
物
を
編
集
す
る
た
め
に
は
大
衆
相
手
に
時
代
の
流
れ
を
読
む
力
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
能
力
に
恵
ま
れ
、
広
汎
な
読
者
の
獲
得
に
成
功
し
た
保
守
的
言
論
人
の
代
表
が
、『
モ
ス
ク
ワ
報
知M

oskovskie

vedom
osti

』
を
通
じ
て
大
改
革
後
の
モ
ス
ク
ワ
を
拠
点
に
巨
大
な
政
治
的
影
響
力
を
も
っ
た
カ
ト
コ
ー
フ
で
あ
り
、
世
紀
転
換
期
と

し
て
は
非
常
に
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
新
聞
『
新
時
代N

ovoe
vrem

ia

』
の
発
行
者
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ンA

.
S.
Suvorin

（
一
八
三
四
─

一
九
一
二
年
）
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
り
は
、
と
も
に
緊
迫
し
高
揚
し
た
時
代
の
雰
囲
気
の
な
か
で
リ
ベ
ラ
ル
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
へ

と
立
場
を
変
え
た
言
論
人
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

も
と
も
と
ロ
シ
ア
は
、
大
国
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
、
そ
の
国
際
的
地
位
を
維
持
す

る
た
め
に
大
規
模
な
軍
事
力
を
保
持
し
て
き
た
。
保
守
的
な
言
論
人
も
ま
た
、
ロ
シ
ア
が
大
国
と
し
て
の
威
信
を
保
ち
続
け
る
こ
と
に

（
８
）
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強
い
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
国
家
は
単
な
る
人
間
の
集
合
で
は
な
い
。
政
治
的
統
合
は
文
化
的
要
素
を
全
く
抜
き
に
し

て
は
困
難
で
あ
る
。
も
と
も
と
国
境
と
は
、
理
念
と
は
無
関
係
な
、
そ
の
意
味
で
偶
然
の
理
由
に
よ
っ
て
引
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
地
域
が
ひ
と
つ
の
共
同
体
と
し
て
意
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
広
義
の
文
化
的
な
意
味
づ
け
を
与
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
で
統
一
の
動
き
が
進
み
、
国
民
国
家
が
登
場
し
、
次
第
に
そ
れ
が
国
家
統
合
の
モ
デ

ル
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
何
ら
か
の
形
で
国
家
に
文
化
的
一
体
性
を
与
え
る
必
要
が
よ
り
強
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
国
家
が
何
ら
か
の
文
化
的
・
歴
史
的
理
念
の
体
現
者
と
し
て
、
国
境
を
超
え
る
価
値
に

基
づ
く
使
命
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
言
説
が
用
意
さ
れ
る
な
ら
ば
、
い
っ
そ
う
積
極
的
な
統
合
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
言
論
に
は
、
自
国
の
国
境
が
単
な
る
偶
然
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
影
響
力
拡
大
が
単
な
る
覇
権
主
義
で
は
な
い

こ
と
を
説
き
、
国
民
を
鼓
舞
し
、
同
時
に
安
心
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
国
家
に
特
別
な
価
値
理
念
や
使
命
を
付
与
す
る
思
想
・

言
説
に
よ
っ
て
大
国
意
識
を
補
完
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
大
国
主
義
と
文
化
的
・
歴
史
的
正
当
化
の
論
理
が
常
に
調
和
す
る
と
い

う
保
証
は
な
く
、
両
者
が
矛
盾
す
る
こ
と
も
当
然
に
あ
り
う
る
。
ロ
シ
ア
民
族
の
文
化
的
純
粋
性
を
重
視
す
る
立
場
に
立
ち
、
理
念
的

に
考
え
ら
れ
た
文
化
的
伝
統
の
純
粋
性
を
国
家
と
民
族
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
と
み
な
す
な
ら
ば
、
領
土
を
拡
張
し
、
異
質
な
要
素

を
大
量
に
国
家
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
に
つ
い
て
は
消
極
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
保
守
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
ま
た
、

こ
う
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
抱
え
る
矛
盾
を
体
現
す
る
こ
と
に
な
る
。

帝
政
時
代
に
は
、
文
化
の
問
題
は
宗
教
、
す
な
わ
ち
ロ
シ
ア
帝
国
の
国
教
と
し
て
体
制
を
支
え
る
ロ
シ
ア
正
教
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。

民
族
ご
と
に
教
会
を
も
つ
こ
と
の
多
い
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
に
あ
っ
て
、
宗
教
は
民
族
意
識
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
ロ
シ
ア
正

教
も
ロ
シ
ア
人
の
生
活
と
密
着
し
、
他
民
族
の
精
神
に
対
す
る
影
響
力
は
弱
く
、
信
仰
自
体
が
そ
れ
ほ
ど
活
発
な
伝
播
力
を
も
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
多
民
族
帝
国
で
あ
る
ロ
シ
ア
帝
国
の
内
部
に
は
、
も
と
も
と
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
い
た
。
と
く
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に
ロ
シ
ア
帝
国
は
西
部
地
域
に
ロ
シ
ア
人
に
対
す
る
文
化
的
優
越
感
を
も
っ
た
強
力
な
民
族
を
抱
え
、
そ
れ
ら
に
一
部
地
域
の
事
実
上

の
支
配
を
許
し
て
い
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
バ
ル
ト
・
ド
イ
ツ
人
が
そ
れ
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
も
そ
の
よ
う
な
目
で
見

ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
彼
ら
の
文
化
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
と
分
か
ち
難
く
結
び
付
い
て
お
り
、
そ
の
存
在
は
一
九
世
紀
後
半
の
保
守

的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
し
ば
し
ば
重
大
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
民
族
が
、
集
中
し
て
居
住
し
て

い
る
地
域
に
お
い
て
他
の
民
族
に
優
越
し
、
帝
国
内
の
ロ
シ
ア
人
の
支
配
を
脅
か
す
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
保
守
的
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
に
と
っ
て
、
い
か
に
し
て
帝
国
内
で
の
こ
う
し
た
民
族
の
政
治
的
・
経
済
的
影
響
力
を
弱
め
、
帝
国
政
府
に
対
す
る
脅
威
を
減

殺
す
る
か
は
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。

一
八
六
三
年
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
蜂
起
は
、
西
部
辺
境
に
お
け
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
支
配
の
問
題
性
を
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
た
。
こ
の
問

題
で
は
カ
ト
コ
ー
フ
が
と
り
わ
け
厳
し
い
態
度
を
と
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
蜂
起
と
い
う
大
き
な
事
件
に
関
わ
る
な
か
で
リ
ベ
ラ
ル
な
立
場

か
ら
国
家
主
義
的
な
立
場
へ
の
移
行
を
果
た
し
た
。
カ
ト
コ
ー
フ
に
よ
れ
ば
、
問
題
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
一
部
に
よ
る
陰
謀
で
あ
り
、

下
層
の
人
々
を
彼
ら
の
影
響
か
ら
切
り
離
せ
ば
そ
の
浸
透
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
の
一
部
で
し
か
な

い
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
知
識
人
の
自
立
運
動
が
活
発
化
し
つ
つ
あ
る
の
も
そ
れ
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
カ
ト
コ
ー
フ

は
、
儀
礼
等
宗
教
の
外
面
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
概
し
て
寛
容
で
あ
り
、
文
化
的
多
様
性
そ
れ
自
体
を
問
題
視
す
る
こ
と
は
あ
ま

り
な
か
っ
た
が
、
国
家
の
政
治
統
合
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
と
き
に
は
苛
烈
な
批
判
を
加
え
た
。

こ
れ
と
の
対
比
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
時
期
、
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
者
と
し
て
名
高
い
イ
ワ
ン
・
ア
ク
サ
ー
コ
フ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
政

治
的
独
立
を
容
認
す
る
発
言
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ク
サ
ー
コ
フ
に
と
っ
て
、
ロ
シ
ア
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
支
配
層
の
文
化
的
相
違

は
歴
然
と
し
て
お
り
、
い
か
な
る
政
策
を
も
っ
て
し
て
も
、
両
者
の
共
存
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
ク
サ
ー

コ
フ
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
態
度
は
厳
し
か
っ
た
。
彼
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
搾
取
者
で
あ
り
支
配
者
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
次
第
に
鮮
明

（
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に
し
、
そ
の
文
化
的
独
自
性
の
再
生
産
を
許
容
し
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
は
リ
ベ
ラ
ル
な
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
分
か
つ
重
要
な
争
点
で
あ
っ
た
。

バ
ル
ト
海
沿
岸
地
域
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
優
勢
な
ル
タ
ー
派
信
徒
に
対
し
て
概
し
て
寛
容
な
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
。
北
方
戦

争
に
よ
っ
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
割
譲
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
地
域
は
既
に
ピ
ョ
ー
ト
ル
時
代
か
ら
ロ
シ
ア
帝
国
の
領
土
で
あ
り
、
比
較
的

長
い
統
合
の
歴
史
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
改
革
期
の
ロ
シ
ア
外
交
は
プ
ロ
イ
セ
ン
と
の
関
係
維
持
を
必
要
と
し
て
い
た
。

ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
結
果
結
ば
れ
た
パ
リ
条
約
に
よ
っ
て
黒
海
に
対
す
る
支
配
権
を
失
っ
た
ロ
シ
ア
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
蜂
起
に
よ
っ
て
そ

の
国
際
的
立
場
を
さ
ら
に
悪
く
し
た
。
国
際
的
孤
立
を
防
ぐ
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
と
の
友
好
的
な
関
係
を
維
持
す
る
ほ
か
に
選
択
肢
を
も

た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
八
六
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
状
況
は
徐
々
に
変
化
す
る
。
六
六
年
、
普
墺
戦
争
に
お
い
て
プ
ロ

イ
セ
ン
が
勝
利
し
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
が
結
成
さ
れ
る
。
さ
ら
に
七
〇
年
、
普
仏
戦
争
に
お
け
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
勝
利
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ

帝
国
が
成
立
し
、
英
仏
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
ロ
シ
ア
に
対
す
る
外
交
的
圧
力
は
減
殺
さ
れ
た
。
逆
に
、
将
来
独
露
が
衝

突
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
と
と
も
に
、
一
部
の
軍
人
を
中
心
に
ド
イ
ツ
へ
の
警
戒
が
生
ま
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
カ
フ
カ
ー

ス
戦
争
に
軍
功
の
あ
っ
た
フ
ァ
ヂ
ェ
ー
エ
フR

.
A
.
Fadeev

（
一
八
二
四
─
八
三
年
）
は
地
政
学
の
観
点
か
ら
ド
イ
ツ
が
仮
想
敵
と
な

る
こ
と
を
説
き
、
露
仏
接
近
を
予
言
し
た
。

沿
バ
ル
ト
地
域
で
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
目
覚
し
い
動
き
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
空
気
の
変
化
に
知
識
人
た
ち
が
敏
感
に
反
応
し
た
。

ド
イ
ツ
人
と
し
て
の
意
識
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
な
か
で
、
か
つ
て
敵
対
し
て
い
た
保
守
的
な
貴
族
と
リ
ベ
ラ
ル
な
市
民
と
が
接
近
し
、

そ
れ
ぞ
れ
を
代
表
す
る
知
識
人
も
協
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
動
き
は
直
ち
に
地
域
の
政
治
的
独
立
を
求
め
る
こ
と
に
は
つ
な
が

ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
文
化
的
自
立
を
求
め
る
風
潮
は
明
ら
か
に
高
ま
っ
た
。
カ
ト
コ
ー
フ
は
沿
バ
ル
ト
地
域
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の

求
心
力
・
吸
引
力
が
及
ぶ
こ
と
を
問
題
視
し
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
、
文
化
面
で
の
ド
イ
ツ
化
の
進
行
が
政
治
的
自
立
性
の
強
化
へ
と

（
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進
む
こ
と
を
警
戒
し
た
。「
民
族
」
が
政
治
的
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
ド
イ
ツ
人
意
識
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
現
在
、
帝
国
内
の
ド
イ

ツ
人
が
こ
れ
ま
で
と
同
様
忠
良
な
ロ
シ
ア
臣
民
で
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ト
コ
ー
フ
は
強
い
危
惧
を
表
明
し
た
。

た
だ
カ
ト
コ
ー
フ
は
帝
国
の
中
に
多
様
な
文
化
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
に
は
反
対
し
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
文
化
に
高
い
価
値
を
認
め

る
こ
と
自
体
が
ロ
シ
ア
帝
国
臣
民
で
あ
る
こ
と
と
直
ち
に
矛
盾
す
る
と
は
、
彼
は
考
え
な
か
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
価
値
は
、
そ
れ

が
ど
れ
だ
け
全
人
類
的
意
義
を
有
す
る
か
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ド
イ
ツ
文
化
を
放
棄
す
る
必
要
は
な
く
、
自
ら
範
を

示
す
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
人
々
を
啓
蒙
す
れ
ば
よ
い
と
し
た
。
そ
の
点
で
、
カ
ト
コ
ー
フ
は
一
八
五
〇
年
代
に
彼
が
展
開
し
た
普
遍
主

義
的
な
文
化
観
を
持
ち
続
け
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
八
七
〇
年
代
前
半
に
は
軍
の
あ
り
方
に
関
わ
る
論
争
も
展
開
さ
れ
た
。
七
四
年
に
完
成
を
み
る
陸
相
ミ
リ
ュ
ー
チ
ン
の
軍
制
改
革

は
、
六
〇
年
代
の
大
改
革
の
延
長
上
に
あ
り
、
身
分
制
的
な
垣
根
を
低
く
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
そ
の
中
に
平
等
化
へ
の
志
向

を
感
じ
取
っ
た
、
皇
帝
直
属
官
房
第
三
部
長
官
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ロ
フ
や
カ
フ
カ
ー
ス
総
督
バ
リ
ャ
チ
ン
ス
キ
ー
を
後
ろ
盾
と
す
る
貴
族
主

義
的
グ
ル
ー
プ
は
こ
の
改
革
に
強
く
反
対
し
た
。
チ
ェ
ル
ニ
ャ
ー
エ
フ
は
、
外
務
省
や
陸
軍
省
に
お
け
る
官
僚
組
織
に
対
し
て
強
い
敵

意
を
も
っ
て
い
た
。
個
々
の
論
点
に
つ
き
、
最
も
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
た
の
は
フ
ァ
ヂ
ェ
ー
エ
フ
で
あ
る
。
当
初
フ
ァ
ヂ
ェ
ー
エ
フ

は
軍
制
改
革
に
対
す
る
直
截
な
批
判
は
避
け
て
い
た
が
、
軍
に
お
け
る
将
校
団
の
重
要
性
を
と
り
わ
け
強
調
す
る
彼
の
考
え
方
が
、
基

本
的
な
と
こ
ろ
で
ミ
リ
ュ
ー
チ
ン
の
路
線
と
相
容
れ
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
ま
ず
予
備
兵
力
の
維
持
の
仕
方
に
つ
い
て
意
見
の

対
立
が
あ
っ
た
。
戦
時
に
動
員
可
能
な
正
規
軍
の
一
部
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
専
門
的
訓
練
を
受
け
た
予
備
役
を
プ
ー
ル
し
て
お
く
と

い
う
陸
軍
省
の
方
針
に
対
し
て
、
フ
ァ
ヂ
ェ
ー
エ
フ
は
カ
フ
カ
ー
ス
の
経
験
か
ら
伝
統
的
な
非
常
後
備
軍opolchenie

の
考
え
方
を

と
っ
た
。
平
時
に
は
通
常
の
生
活
を
し
て
い
る
国
民
が
、
一
年
に
三
週
間
ず
つ
、
三
年
間
の
訓
練
を
受
け
、
最
小
限
の
銃
器
の
扱
い
方

を
覚
え
、
集
団
生
活
に
慣
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
戦
時
に
は
大
き
な
兵
力
が
動
員
可
能
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
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フ
ァ
ヂ
ェ
ー
エ
フ
の
軍
制
改
革
批
判
は
多
岐
に
わ
た
っ
た
。
し
か
し
何
よ
り
も
重
大
な
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
軍
制
改
革
が
、
ロ
シ

ア
精
神
の
担
い
手
で
あ
る
貴
族
を
大
衆
の
な
か
に
埋
没
さ
せ
る
お
そ
れ
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
フ
ァ
ヂ
ェ
ー
エ
フ
に
と
っ
て
、

将
校
団
を
開
か
れ
た
も
の
に
し
、
貴
族
以
外
の
者
を
能
力
に
よ
っ
て
将
校
に
す
る
と
い
う
の
は
受
け
入
れ
が
た
い
考
え
で
あ
っ
た
。
彼

は
そ
こ
か
ら
大
改
革
の
原
理
そ
の
も
の
に
対
す
る
根
本
的
批
判
へ
と
進
み
、
一
八
七
四
年
、
そ
れ
ま
で
『
ロ
シ
ア
世
界
』
に
寄
稿
し
た

論
文
を
ま
と
め
、『
現
在
と
将
来
の
ロ
シ
ア
社
会
』
と
し
て
刊
行
し
た
。
こ
れ
が
サ
マ
ー
リ
ン
に
よ
っ
て
「
革
命
的
保
守
主
義
」
と
い
う

評
価
を
受
け
、
両
者
の
論
争
に
発
展
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ヂ
ェ
ー
エ
フ
ら
貴
族
主
義
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
、
社

会
の
進
む
べ
き
方
向
に
対
す
る
時
代
錯
誤
的
な
発
想
が
、
ド
イ
ツ
を
仮
想
敵
と
す
る
地
政
学
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
共
存
し
て
い
た
。

カ
ト
コ
ー
フ
は
あ
る
程
度
ま
で
こ
の
グ
ル
ー
プ
と
立
場
を
共
有
し
て
い
た
。
と
く
に
カ
ト
コ
ー
フ
に
は
、
社
会
に
お
け
る
有
産
者
の

指
導
的
役
割
と
そ
の
影
響
力
の
制
度
的
保
障
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
が
あ
っ
た
。
カ
ト
コ
ー
フ
に
と
っ
て
教
育
は
エ
リ
ー
ト
の
た
め

の
必
須
条
件
で
あ
り
、
そ
の
教
育
は
、
機
能
本
位
の
実
務
教
育
で
は
な
く
、
ギ
ム
ナ
ジ
ア
に
お
け
る
古
典
教
育
（
教
養
教
育
）
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が
指
導
層
に
求
め
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
立
場
は
、

貴
族
の
役
割
と
特
権
に
固
執
す
る
人
々
と
共
鳴
し
合
う
部
分
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
、
兵
役
に
よ
っ
て
生
半
可
な
教
育
を
受
け
た
農
民

の
子
弟
を
長
く
農
村
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
、
彼
ら
の
都
市
へ
の
志
向
を
強
め
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
増
大
さ
せ
る
と
い
う
危
惧
は

彼
の
も
の
で
も
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
カ
ト
コ
ー
フ
は
兵
役
期
間
の
短
縮
を
訴
え
た
。

し
か
し
、
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
カ
ト
コ
ー
フ
の
立
場
は
貴
族
主
義
グ
ル
ー
プ
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
事
あ
る
と
き
に
徴
募
さ
れ
る
兵

で
は
近
代
的
軍
隊
に
必
要
な
道
徳
的
・
知
的
水
準
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
に
と
っ
て
国
民
皆
兵
と
い
う
原
則
は
必
須
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
社
会
的
な
コ
ス
ト
が
生
じ
る
の
は
避
け
難
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ト
コ
ー
フ
は
、
軍
制
改
革
に
関
し
て

は
個
別
の
論
点
に
つ
き
反
対
派
の
議
論
に
理
解
あ
る
い
は
共
感
を
示
す
程
度
で
、
原
則
的
問
題
に
つ
い
て
旗
幟
を
鮮
明
に
し
よ
う
と
は
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し
な
か
っ
た
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ロ
フ
に
代
表
さ
れ
る
貴
族
主
義
グ
ル
ー
プ
は
そ
の
よ
う
な
カ
ト
コ
ー
フ
の
態
度
に
不
満
で
あ
っ
た
。

Ⅲ

汎
ス
ラ
ヴ
主
義
と
露
土
戦
争

か
つ
て
ス
ラ
ヴ
と
い
う
理
念
は
西
欧
に
対
し
て
劣
位
に
置
か
れ
た
複
数
の
グ
ル
ー
プ
が
共
同
戦
線
を
張
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
一

九
世
紀
前
半
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
な
か
で
ド
イ
ツ
人
や
マ
ジ
ャ
ー
ル
人
の
圧
迫
を
感
じ
て
い
た
西
ス
ラ
ヴ
知
識
人
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
明
の
中
で
し
か
る
べ
き
位
置
を
占
め
た
い
と
の
欲
求
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ロ
シ
ア
知
識
人
が
、
言
語
の
親
近
性
に

基
づ
く
ス
ラ
ヴ
人
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
接
点
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
同
床
異
夢
で
あ
っ
た
。
何
よ
り
も
、

初
期
ス
ラ
ヴ
派
の
よ
う
に
、
西
欧
と
は
異
な
る
ス
ラ
ヴ
的
な
生
活
様
式
の
文
化
的
独
自
性
と
精
神
的
優
越
性
に
注
目
し
、
そ
の
核
に
正

教
を
置
こ
う
と
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
チ
ェ
コ
人
や
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
が
正
教
徒
で
な
い
こ
と
は
、
同
胞
と
み
な
す
う
え
で
重
大
な
欠

陥
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
ロ
シ
ア
人
の
地
位
を
高
め
た
い
と
願
う
彼
ら
に
と
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
第
三
の
勢
力
と
し
て
の
ス
ラ

ヴ
人
と
い
う
統
合
象
徴
は
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
、
と
り
あ
え
ず
は
そ
の
欠
陥
に
目
を
つ
ぶ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
言
語
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
チ
ェ
コ
人
や
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
と
同
族
意
識
を
も
つ
根
拠
に
つ
い

て
理
解
で
き
る
人
々
は
限
ら
れ
て
お
り
、
当
初
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
は
モ
ス
ク
ワ
大
学
教
授
ポ
ゴ
ー
ヂ
ン
な
ど
狭
い
範
囲
の
知
識
人
の
運
動

で
し
か
な
か
っ
た
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
時
代
に
入
る
と
、
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
は
少
し
ず
つ
性
格
を
変
え
始
め
る
。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
敗
北
に
よ
っ
て
ロ

シ
ア
国
家
が
味
わ
っ
た
屈
辱
や
、
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
の
統
一
へ
の
気
運
に
端
的
に
現
れ
た
国
際
秩
序
の
流
動
化
は
、
国
際
政
治
の
問

題
抜
き
に
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
を
論
じ
る
こ
と
の
空
し
さ
を
鮮
明
に
し
た
。
西
欧
と
は
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
に
お
い
て
ロ
シ
ア
を
打
ち
負
か
し
、

屈
辱
的
な
条
件
の
も
と
に
置
い
た
英
仏
で
あ
り
、
統
一
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
ド
イ
ツ
で
あ
っ
た
。
一
八
五
八
年
に
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
運
動
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の
中
心
で
あ
る
モ
ス
ク
ワ
に
ス
ラ
ヴ
慈
善
委
員
会
が
設
立
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
問
題
意
識
は
も
は
や
四
〇
年
代
と
同
じ
で
は
あ
り
え
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
八
六
三
年
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
蜂
起
は
、
ス
ラ
ヴ
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
み
に
基
づ
く
友
愛
が
幻
想
で
あ

る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
た
。

汎
ス
ラ
ヴ
主
義
が
ロ
シ
ア
の
政
治
的
地
位
を
関
心
の
中
心
に
置
く
運
動
へ
と
変
わ
る
に
つ
れ
、
正
教
の
比
重
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

そ
れ
と
と
も
に
、
ト
ル
コ
人
の
支
配
か
ら
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
解
放
が
ロ
シ
ア
の
神
聖
な
使
命
で
あ
る
と
説
く
主
張
が
庶
民

レ
ヴ
ェ
ル
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
は
東
方
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
中
心
と
し
て
特
別
な
宗

教
的
意
味
を
も
つ
都
市
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
知
識
人
の
運
動
で
あ
る
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
に
基
づ
く
南
ス
ラ
ヴ
人
へ

の
支
援
は
新
し
い
ア
イ
デ
ア
で
あ
り
、
社
会
の
中
に
な
お
十
分
根
付
い
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ

ル
解
放
と
い
う
理
念
と
共
鳴
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
力
を
持
ち
え
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
正
教
徒
で
あ
る
こ
と
が
直
ち
に
民
族
相
互
の
友
好
を
保
証
す
る
わ
け
で
は
毛
頭
な
く
、
民
族
を
異
に
す
る
正
教
徒
同
士
が
相

互
に
敵
対
し
合
う
と
い
う
の
は
い
く
ら
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
バ
ル
カ
ン
諸
民
族
の
独
立
は
、
ト
ル
コ
人
か
ら
の
政

治
的
独
立
だ
け
で
な
く
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
主
教
府
を
支
配
す
る
ギ
リ
シ
ア
人
か
ら
の
宗
教
的
独
立
を
も
意
味
し
て
い
た
。

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
近
く
、
そ
の
総
主
教
区
に
含
め
ら
れ
て
い
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
ミ
ッ
レ
ト
再
編
の

動
き
の
な
か
で
、
一
八
六
〇
年
の
復
活
祭
で
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
主
教
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
主
教
府
か
ら
の
独
立
の
意
思
を
示

し
た
。
一
八
七
〇
年
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
ス
ル
タ
ン
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ア
ジ
ズ
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
総
主
教
区
の
創
設
、
す
な
わ
ち
独
立
の
ブ

ル
ガ
リ
ア
正
教
会
を
承
認
し
た
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
主
教
ア
ン
シ
モ
ス
六
世
は
こ
れ
を
認
め
ず
、
一
八
七
二
年
、
独
立

し
た
聖
職
者
を
破
門
し
た
。
ロ
シ
ア
の
宗
務
院
や
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
駐
在
大
使
の
イ
グ
ナ
ー
チ
エ
フN

.
P.
Ignat’ev

（
一
八

三
二
─
一
九
〇
八
年
）
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
教
会
を
支
持
し
た
が
、
モ
ス
ク
ワ
の
高
位
聖
職
者
の
間
で
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
。
宗
教
的
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に
は
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
独
立
は
必
ず
し
も
す
べ
て
の
ロ
シ
ア
人
を
喜
ば
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
七
五
年
夏
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
領
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
で
暴
動
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
蜂
起
は
急
速
に
バ
ル
カ
ン
全
域
に
波
及
し
、

同
年
秋
と
翌
七
六
年
春
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
の
殺
戮
に
端
を
発
す
る
蜂
起
が
起
こ
っ
た
。
も
と
も
と
南
ス
ラ
ヴ
統
一
を

呼
び
か
け
て
い
た
セ
ル
ビ
ア
政
府
は
こ
れ
に
呼
応
し
、
六
月
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
宣
戦
を
布
告
す
る
。
チ
ェ
ル
ニ
ャ
ー
エ
フ
や
フ
ァ

ヂ
ェ
ー
エ
フ
は
こ
の
動
き
に
積
極
的
に
関
与
し
よ
う
と
し
た
。
彼
ら
は
セ
ル
ビ
ア
軍
の
指
揮
を
と
る
こ
と
を
強
く
希
望
し
た
が
、
ロ
シ

ア
政
府
は
許
可
し
な
か
っ
た
。
退
役
し
た
チ
ェ
ル
ニ
ャ
ー
エ
フ
は
、
義
勇
兵
を
集
め
て
セ
ル
ビ
ア
に
出
発
す
る
。
モ
ス
ク
ワ
慈
善
委
員

会
の
委
員
長
で
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
の
指
導
的
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
ア
ク
サ
ー
コ
フ
は
こ
の
企
図
を
支
持
し
、
義
捐
金
を
募
っ
た
。
も

と
も
と
そ
れ
ほ
ど
セ
ル
ビ
ア
人
を
当
て
に
し
て
い
な
か
っ
た
ア
ク
サ
ー
コ
フ
は
、
チ
ェ
ル
ニ
ャ
ー
エ
フ
の
企
て
が
成
功
す
る
と
は
考
え

て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
が
反
オ
ス
マ
ン
の
世
論
を
喚
起
し
、
ロ
シ
ア
の
軍
事
介
入
を
引
き
出
す
た
め
の
呼
び
水
に
な
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
ク
サ
ー
コ
フ
に
と
っ
て
、
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
解
放
は
、
ロ
シ
ア
国
家
の
み
が
よ
く
な
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

初
期
ス
ラ
ヴ
派
に
見
ら
れ
た
国
家
へ
の
警
戒
心
は
、
彼
に
は
希
薄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

セ
ル
ビ
ア
軍
部
隊
を
率
い
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
戦
う
チ
ェ
ル
ニ
ャ
ー
エ
フ
の
行
動
は
ロ
シ
ア
社
会
の
関
心
を
強
く
引
い
た
。
こ
れ
を

報
じ
て
最
も
効
果
的
に
世
論
に
訴
え
た
の
は
彼
自
身
の
新
聞
『
ロ
シ
ア
世
界
』
で
は
な
く
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
の
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ

レ
ー
ミ
ャ
』
で
あ
っ
た
。
社
主
と
な
っ
て
間
も
な
い
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
自
身
が
チ
ェ
ル
ニ
ャ
ー
エ
フ
に
密
着
し
て
そ
の
動
き
を
仔
細
に
伝

え
る
と
同
時
に
、
ロ
シ
ア
社
会
の
南
ス
ラ
ヴ
解
放
熱
を
煽
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
紙
は
部
数
を
伸
ば
し
た
。
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
も
と
も

と
大
改
革
を
支
持
す
る
リ
ベ
ラ
ル
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
機
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
色
彩
を
色
濃
く
出
す
よ

う
に
な
る
。
彼
は
自
由
主
義
的
な
『
ゴ
ー
ロ
ス
』
な
ど
、
対
立
す
る
他
の
新
聞
雑
誌
に
よ
る
攻
撃
に
対
し
て
チ
ェ
ル
ニ
ャ
ー
エ
フ
を
熱

烈
に
擁
護
し
た
。
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も
っ
と
も
、
ロ
シ
ア
の
世
論
が
沸
騰
し
、
南
ス
ラ
ヴ
支
援
の
熱
気
が
社
会
を
覆
う
よ
う
に
な
る
と
、
政
府
に
批
判
的
な
雑
誌
も
抑
圧

的
な
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
支
配
に
対
す
る
南
ス
ラ
ヴ
の
「
解
放
闘
争
」
を
支
援
し
、
義
捐
金
の
拠
出
を
呼
び
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

社
会
が
は
じ
め
て
自
分
た
ち
の
力
を
自
覚
し
、
高
揚
感
に
浸
り
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
上
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
愛
国
的
象
徴
を
使
っ
て
政

府
を
煽
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
も
、
社
会
の
活
性
化
と
そ
の
積
極
的
な
役
割
の
拡
大
と

い
う
基
本
思
想
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
ア
ジ
ア
的
な
イ
ス
ラ
ム
支
配
を
敵
視
す
る
こ
と
に
も
抵
抗
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

左
派
を
除
け
ば
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
南
ス
ラ
ヴ
解
放
を
支
持
し
て
い
た
。

政
府
の
な
か
で
は
、
一
八
六
〇
年
の
北
京
条
約
締
結
の
立
役
者
で
あ
り
、
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
的
な
志
向
を
も
つ
外
交
官
イ
グ
ナ
ー
チ
エ

フ
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
あ
っ
て
反
オ
ス
マ
ン
の
気
運
を
高
め
る
た
め
に
画
策
し
て
い
た
。
帝
室
に
お
い
て
も
、
皇
后
や

皇
太
子
は
主
戦
派
で
あ
っ
た
。
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
も
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
的
な
気
分
の
影
響
を
受
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
や
軍
＝
政
府
首
脳
、
な
か
で
も
ゴ
ル
チ
ャ
コ
ー
フ
外
相
や
ミ
リ
ュ
ー
チ
ン
陸
相
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
と

事
を
構
え
て
ま
で
ブ
ル
ガ
リ
ア
を
救
援
す
る
こ
と
に
反
対
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
の
積
極
的
な
行
動
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
ロ
シ
ア
に

対
す
る
敵
意
を
亢
進
さ
せ
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
七
七
年
四
月
、
つ
い
に
ロ
シ
ア
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
対
し
て
宣
戦
を
布
告
し
、
バ
ル
カ
ン
経
由
で
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
向
か
っ
て
進
軍
を
開
始
し
た
。
困
難
を
き
わ
め
た
プ
レ
ヴ
ナ
要
塞
攻
略
も
、「
白
の
将
軍
」
の
異
名
を
と
っ

た
ス
コ
ー
ベ
レ
フM

.
D
.
Slobelev

（
一
八
四
三
─
八
二
年
）
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
ロ
シ
ア
が
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
占
領
し
た
場
合
に
は
参
戦
す
る
と
の
警
告
を
発
し
、
地
中
海
艦
隊
を
黒
海
に
入
れ
る
態
勢
を
と
っ
た
。
ロ

シ
ア
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
迫
り
な
が
ら
休
戦
協
定
を
締
結
し
、
サ
ン
＝
ス
テ
フ
ァ
ノ
条
約
を
結
ん
だ
。
こ
の
条
約
に
基
づ

く
ブ
ル
ガ
リ
ア
自
治
公
国
の
成
立
に
対
し
て
も
イ
ギ
リ
ス
は
強
く
反
対
し
、
結
局
ロ
シ
ア
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
仲
介
に
よ
り
七
八
年
六
月
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か
ら
翌
月
に
か
け
て
開
か
れ
た
ベ
ル
リ
ン
会
議
で
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

世
論
に
と
っ
て
バ
ル
カ
ン
は
な
お
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
ア
ク
サ
ー
コ
フ
も
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
へ
の
期
待
と
関
心
を
示
し
続
け

た
。
し
か
し
、
一
八
八
三
年
の
外
交
危
機
と
と
も
に
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
ロ
シ
ア
の
関
係
は
悪
化
し
て
い
っ
た
。
領
土
的
欲
求
を
満
た
さ

れ
な
か
っ
た
セ
ル
ビ
ア
も
戦
後
の
体
制
に
対
し
て
強
い
不
満
を
も
ち
、
一
八
八
五
年
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
が
ベ
ル
リ
ン
条
約
で
失
っ
た
東
ル

メ
リ
ア
を
再
統
合
す
る
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
援
助
を
受
け
た
セ
ル
ビ
ア
が
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
侵
攻
す
る
。
汎
ス
ラ
ヴ
主

義
者
が
期
待
し
た
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
間
の
連
帯
な
ど
と
い
う
の
が
一
時
の
幻
想
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
多
く
の
人
々
は

早
く
か
ら
ス
ラ
ヴ
解
放
と
い
う
理
念
に
対
す
る
興
味
を
失
っ
て
い
た
。

戦
時
の
汎
ス
ラ
ヴ
的
情
熱
が
冷
め
て
い
く
一
方
で
、
ベ
ル
リ
ン
会
議
以
後
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
バ
ル
カ
ン
に
対
す
る
影
響
力
を
強
め

た
こ
と
は
、
ロ
シ
ア
の
こ
の
国
に
対
す
る
感
情
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
た
。
ア
ク
サ
ー
コ
フ
の
よ
う
な
信
念
を
も
っ
た
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
者

が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
敵
視
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
の
場
合
も
、
ガ
リ
ツ
ィ
ア
に
住
む
ル
テ
ニ
ア
人
の
ウ

ニ
ア
ト
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
対
す
る
感
情
は
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
の
敵
意

は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
提
案
に
よ
り
一
八
八
一
年
に
結
ば
れ
、
八
四
年
に
更
新
さ
れ
る
三
帝
同
盟
に
向
け
ら
れ
た
。
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ

は
こ
の
同
盟
に
反
対
で
あ
り
、
一
八
八
七
年
一
月
に
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
も
更
新
に
反
対
し
た
。
カ
ト
コ
ー
フ
は
、
イ
ギ
リ
ス

を
ロ
シ
ア
の
主
敵
と
み
な
し
三
帝
同
盟
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
ギ
ー
ル
ス
外
相
を
攻
撃
す
る
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
防
衛
同
盟
の

締
結
を
説
き
、
三
月
八
日
の
論
文
で
、
秘
密
に
さ
れ
て
い
た
三
帝
同
盟
の
存
在
を
明
か
す
と
い
う
大
胆
な
行
動
を
と
っ
た
。
結
局
三
帝

同
盟
は
更
新
さ
れ
ず
、
代
っ
て
六
月
、
ド
イ
ツ
と
の
間
に
再
保
障
条
約
が
結
ば
れ
た
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
時
代
、
ロ
シ
ア
と
の
具
体
的
な
利
害
対
立
が
深
刻
で
あ
っ
た
の
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
保
護
国
化
し
、
中

央
ア
ジ
ア
に
お
い
て
ロ
シ
ア
と
の
間
で
「
グ
レ
ー
ト
ゲ
ー
ム
」
を
繰
り
広
げ
、
政
府
と
世
論
の
な
か
に
根
強
い
ル
ソ
フ
ォ
ビ
ア
の
あ
る
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イ
ギ
リ
ス
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
対
英
関
係
の
諸
問
題
は
、
一
般
の
人
々
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
で
、
軍
人
や
外
交
官
な

ど
、
玄
人
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
事
柄
で
し
か
な
か
っ
た
。
指
導
層
も
含
め
、
世
論
に
は
ア
ジ
ア
へ
の
直
接
の
関
心
は
希
薄
で
あ
り
、

イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
敵
意
の
強
さ
は
、
バ
ル
カ
ン
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
の
そ
れ
に
は
遠
く
及
ば
な
か
っ
た
。
具
体

的
な
国
益
を
め
ぐ
る
競
争
者
と
、
論
壇
で
関
心
を
集
め
る
仮
想
敵
と
の
間
に
は
、
顕
著
な
食
い
違
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅳ

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
の
時
代

ベ
ル
リ
ン
会
議
の
後
、
会
議
の
結
果
に
失
望
し
た
ア
ク
サ
ー
コ
フ
は
政
府
当
局
を
激
し
く
批
判
し
た
。
政
府
の
反
応
は
予
想
以
上
に

厳
し
く
、
一
八
七
八
年
七
月
、
彼
は
モ
ス
ク
ワ
を
追
放
さ
れ
、
モ
ス
ク
ワ
の
ス
ラ
ヴ
慈
善
委
員
会
も
閉
鎖
さ
れ
た
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る

汎
ス
ラ
ヴ
主
義
運
動
の
終
焉
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
の
高
揚
し
た
気
分
は
そ
う
簡
単
に
は
収
ま
ら
ず
、
こ
れ

を
背
景
と
し
て
要
人
テ
ロ
が
頻
発
し
た
。
そ
の
頂
点
を
な
し
た
一
八
八
一
年
三
月
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
暗
殺
に
よ
っ
て
、
専
制
の

軌
道
修
正
を
試
み
た
ロ
リ
ス
＝
メ
リ
コ
フ
の
改
革
は
実
り
の
な
い
ま
ま
に
終
わ
り
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
、
一
八
八
二
年
、
社
会
の
動
揺

と
混
乱
を
収
拾
す
る
た
め
に
、
ロ
シ
ア
固
有
の
代
表
制
と
し
て
の
ゼ
ム
ス
キ
ー
・
ソ
ボ
ー
ル
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
動
き
が
現
れ
る
。

ア
ク
サ
ー
コ
フ
を
は
じ
め
、
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
を
唱
え
た
人
々
の
多
く
が
そ
れ
を
推
進
し
た
。
か
つ
て
駐
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
大

使
と
し
て
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
の
た
め
に
活
動
し
、
今
や
内
相
と
な
っ
た
イ
グ
ナ
ー
チ
エ
フ
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
の
賛
同
も
得
て
、

彼
の
戴
冠
式
が
行
わ
れ
る
一
八
八
三
年
五
月
に
ゼ
ム
ス
キ
ー
・
ソ
ボ
ー
ル
を
開
催
し
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
。

フ
ァ
ヂ
ェ
ー
エ
フ
ら
貴
族
主
義
勢
力
も
こ
れ
に
加
わ
っ
た
。
ゼ
ム
ス
キ
ー
・
ソ
ボ
ー
ル
に
対
す
る
彼
ら
の
支
持
は
、
汎
ス
ラ
ヴ
主
義

運
動
へ
の
肩
入
れ
と
共
通
し
た
面
を
も
っ
て
い
た
。
ロ
シ
ア
が
カ
フ
カ
ー
ス
や
中
央
ア
ジ
ア
を
征
服
し
た
さ
い
、
正
当
化
の
た
め
の
大

義
名
分
は
、
野
蛮
な
ム
ス
リ
ム
を
啓
蒙
し
、
奴
隷
制
の
廃
止
な
ど
、
ア
ジ
ア
地
域
に
文
明
を
持
ち
込
も
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
基
本
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的
に
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
場
合
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
世
論
の
支
持
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
軍
人
を
鼓
舞
す
る
ほ
ど
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
露
土
戦
争
は
こ
れ
と
は
全
く
事
情
が
異
な
っ
て
お
り
、
高
揚
し
た
世
論
の
後
押
し
を
受
け
て
戦
う
こ
と
の
満

足
感
を
貴
族
主
義
的
な
軍
人
た
ち
に
与
え
た
。
こ
の
経
験
が
彼
ら
を
心
理
的
に
庶
民
に
近
づ
け
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
活
動
の
定
着
と
と
も
に
、
貴
族
主
義
勢
力
も
、
身
分
的
特
権
を
直
截
に
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
の

名
で
反
官
僚
主
義
の
主
張
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
に
対
し
、
農
民
に
対
す
る
貴
族
の
影
響
力
行
使
を
可
能

に
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ゼ
ム
ス
キ
ー
・
ソ
ボ
ー
ル
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ァ
ヂ
ェ
ー
エ
フ
は
『
ロ
シ
ア
の
現
状
に
つ
い
て
の
書
簡
』
を
書
い
て
官
僚
主
義
（chinovnizm

）
批
判
を
展
開
し
、

そ
れ
に
対
す
る
対
策
と
し
て
ゼ
ム
ス
キ
ー
・
ソ
ボ
ー
ル
を
説
い
た
。
プ
レ
ヴ
ナ
攻
略
の
英
雄
に
し
て
ト
ゥ
ル
ク
メ
ン
人
平
定
の
功
労
者

で
あ
り
な
が
ら
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
に
疎
ん
じ
ら
れ
、
露
骨
な
反
ド
イ
ツ
的
言
動
で
物
議
を
醸
し
て
い
た
ス
コ
ー
ベ
レ
フ
も
、
ゼ
ム

ス
キ
ー
・
ソ
ボ
ー
ル
の
主
張
に
共
感
を
表
明
し
て
い
た
。

汎
ス
ラ
ヴ
主
義
運
動
と
同
様
、
ゼ
ム
ス
キ
ー
・
ソ
ボ
ー
ル
論
も
ロ
シ
ア
の
文
化
的
独
自
性
へ
の
こ
だ
わ
り
の
現
れ
で
あ
り
、
ロ
シ
ア

を
単
な
る
大
国
以
上
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
言
論
人
た
ち
が
見
た
最
後
の
夢
で
あ
っ
た
。
こ
の
夢
が
実
現
す
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た

あ
と
に
、
乾
い
た
軍
事
的
・
行
政
的
現
実
主
義
に
基
づ
く
時
代
が
始
ま
る
。
反
改
革
の
立
法
者
で
あ
る
ド
ミ
ト
リ
ー
・
ト
ル
ス
ト
イ
は

も
と
よ
り
、
反
改
革
を
思
想
的
に
主
導
す
る
こ
と
に
な
る
カ
ト
コ
ー
フ
や
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
も
ま
た
夢
を
見
る
人
々
で
は
な
か
っ
た
。

た
し
か
に
露
土
戦
争
に
際
し
て
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
的
気
運
が
高
ま
っ
た
と
き
に
は
、
カ
ト
コ
ー
フ
も
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
も
そ
れ
に
同
調

し
た
。
し
か
し
八
〇
年
代
、
ア
ク
サ
ー
コ
フ
が
ゼ
ム
ス
キ
ー
・
ソ
ボ
ー
ル
に
対
す
る
期
待
を
表
明
し
た
と
き
、
カ
ト
コ
ー
フ
は
こ
れ
を

嘲
笑
し
た
。
ロ
シ
ア
独
自
の
文
化
や
伝
統
へ
の
愛
着
と
い
う
志
向
は
彼
に
は
希
薄
で
あ
り
、
大
改
革
の
時
代
に
代
表
制
導
入
に
共
感
を

示
し
た
カ
ト
コ
ー
フ
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
の
時
代
に
は
も
は
や
ゼ
ム
ス
キ
ー
・
ソ
ボ
ー
ル
に
名
を
借
り
た
政
治
体
制
の
変
更
が
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権
力
基
盤
の
強
化
と
秩
序
の
安
定
に
寄
与
す
る
な
ど
と
は
信
じ
て
い
な
か
っ
た
。

露
土
戦
争
の
経
験
は
、
反
改
革
の
も
う
ひ
と
り
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
さ
れ
る
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
の
政
治
的
態
度
に
も
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
は
、
社
会
が
政
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
熱
狂
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
の
危

険
を
認
識
し
、
以
後
戦
争
を
忌
避
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
彼
は
正
教
に
基
づ
く
宗
教
的
統
一
と
信
教
国
家
の
維
持
に
固
執
し
、
国
内
の

宗
教
的
少
数
者
へ
の
抑
圧
を
強
め
た
。
八
〇
年
代
の
東
部
辺
境
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
ロ
シ
ア
化
」
政
策
は
彼
を
主
た
る
推
進
者
と
す

る
。
彼
に
と
っ
て
宗
教
の
目
的
は
社
会
の
動
員
で
は
な
く
、
国
家
体
制
を
堅
固
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

ゼ
ム
ス
キ
ー
・
ソ
ボ
ー
ル
支
持
派
と
も
、
カ
ト
コ
ー
フ
や
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
と
も
異
な
っ
た
ス
タ
イ
ル
で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世

の
時
代
を
生
き
延
び
、
力
を
蓄
え
て
い
っ
た
の
が
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
で
あ
る
。
国
有
地
農
民
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
、

カ
ト
コ
ー
フ
や
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
の
よ
う
な
高
踏
的
知
識
人
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
テ
ロ
ル
に
対
し
て
は
厳
し
い
姿
勢
を
崩
さ
な

か
っ
た
が
、
警
察
的
手
段
に
よ
る
事
態
収
拾
を
支
持
す
る
『
モ
ス
ク
ワ
報
知
』
と
は
異
な
っ
て
、
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
や
自
由
な
言
論
の
積

極
的
役
割
を
認
め
て
お
り
、
カ
ト
コ
ー
フ
の
厳
格
な
古
典
教
育
一
本
槍
に
対
し
て
広
汎
な
人
々
に
開
か
れ
た
自
由
な
教
育
を
主
張
し
た
。

イ
グ
ナ
ー
チ
エ
フ
内
相
が
ゼ
ム
ス
キ
ー
・
ソ
ボ
ー
ル
開
催
の
準
備
を
進
め
て
い
た
と
き
に
は
、
ゼ
ム
ス
キ
ー
・
ソ
ボ
ー
ル
が
太
古
か
ら

の
民
族
的
理
念
の
実
現
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
支
持
し
た
。
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
カ
ト
コ
ー
フ
と
は
明
ら
か
に
肌
合
い
の
異
な
る
人
物

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
は
決
し
て
よ
く
な
か
っ
た
。
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
カ
ト
コ
ー
フ
の
そ
れ
の
よ
う

な
エ
リ
ー
ト
臭
や
乾
い
た
普
遍
主
義
と
は
無
縁
で
あ
り
、
庶
民
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
心
情
に
訴
え
る
こ
と
も
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
。
一

八
八
七
年
七
月
の
カ
ト
コ
ー
フ
の
死
後
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
ロ
シ
ア
で
最
も
影
響
力
の
大
き
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
な
っ
た
。

（

）
５２

（

）
５３

（

）
５４

（

）
５５

（

）
５６

（

）
５７（

）
５８

（

）
５９

（

）
６０
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Ⅴ

お

わ

り

に

露
土
戦
争
は
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
的
信
念
が
世
論
の
支
持
を
得
、
社
会
的
高
揚
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
。
し
か
し
、
ロ
シ

ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
歴
史
に
お
い
て
、
ス
ラ
ヴ
と
い
う
理
念
が
常
に
力
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
と

ロ
シ
ア
が
常
に
よ
い
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
ス
ラ
ヴ
人
の
政
治
活
動
家
は
、
他
の
勢
力
に
対
抗
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
に
は

ス
ラ
ヴ
の
理
念
に
訴
え
て
ロ
シ
ア
と
の
結
び
つ
き
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
ロ
シ
ア
の
存
在
が
疎
ま
し
く
な
っ
た
と
き
に
は
簡
単
に

そ
れ
を
忘
れ
た
。
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
も
事
情
は
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
外
交
に
と
っ
て
バ
ル
カ
ン
が
も
つ
重
要
性
は
な

く
な
ら
な
か
っ
た
が
、
七
〇
年
代
末
の
汎
ス
ラ
ヴ
的
熱
狂
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
そ
の
意
義
を
過
小
に
評
価
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
一
九
世
紀
半
ば
、
ロ
シ
ア
帝
国
が
カ
フ
カ
ー
ス
や
中
央
ア
ジ
ア

へ
と
版
図
を
拡
大
し
た
と
き
に
は
、
国
民
国
家
に
不
可
欠
の
文
化
的
一
体
性
と
い
う
要
件
は
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
拡
大
の
理
由

は
国
家
の
威
信
と
文
明
の
伝
播
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
た
。
文
化
へ
の
関
心
の
高
ま
り
の
な
か
で
現
れ
て
き
た
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
は
、
ロ
シ

ア
の
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
に
寄
与
す
る
と
同
時
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
の
多
元
性
、
西
欧
の
相
対
化
に
注
目
す
る
こ
と

に
よ
り
、
ア
ジ
ア
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
眼
差
し
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
社
会
の
活
性
化
と
そ
の
声
の
中
央
へ
の
伝
達
を

求
め
る
意
見
と
も
共
鳴
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
た
。

も
と
よ
り
、
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
に
惹
か
れ
る
度
合
い
は
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
と
ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
一
般
を
同

一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
エ
リ
ー
ト
主
義
の
立
場
か
ら
迫
り
く
る
平
準
化
の
流
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
、
歴
史
や
文
化
、
伝
統
へ

の
湿
潤
な
こ
だ
わ
り
か
ら
距
離
を
と
り
、
国
家
と
い
う
枠
そ
の
も
の
の
強
固
な
維
持
を
何
よ
り
も
重
視
し
た
カ
ト
コ
ー
フ
、
信
教
国
家

か
ら
の
離
脱
と
い
う
時
代
の
趨
勢
に
抗
し
、
正
教
に
よ
る
帝
国
の
統
合
を
あ
く
ま
で
守
ろ
う
と
し
た
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
は
、
そ
の
流
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れ
と
は
一
線
を
画
す
る
人
た
ち
で
あ
り
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
の
治
世
は
彼
ら
が
力
を
も
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
彼
ら

を
も
含
め
、
露
土
戦
争
以
降
、
反
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
な
気
分
は
社
会
の
な
か
に
定
着
し
た
。

次
に
来
る
ニ
コ
ラ
イ
二
世
の
時
代
に
は
、
社
会
の
な
か
で
七
〇
年
代
の
対
外
的
積
極
主
義
が
よ
み
が
え
る
。
ニ
コ
ラ
イ
の
治
世
が
始

ま
っ
た
一
八
九
四
年
は
、
日
清
戦
争
が
起
こ
り
、
ロ
シ
ア
の
極
東
観
の
中
心
に
あ
っ
た
清
を
打
ち
破
っ
て
、
日
本
が
東
ア
ジ
ア
史
の
表

舞
台
に
登
場
す
る
年
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
帝
国
は
、
も
は
や
バ
ル
カ
ン
の
み
に
目
を
向
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
の
時

代
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
政
府
内
の
路
線
対
立
に
深
く
関
わ
り
、
一
貫
し
て
膨
張
主
義
的
な
主
張
を
展
開
し
た
。
彼
に
と
っ
て
、
ス
コ
ー

ベ
レ
フ
や
チ
ェ
ル
ニ
ャ
ー
エ
フ
は
英
雄
で
あ
っ
た
。
露
土
戦
争
に
よ
っ
て
表
舞
台
に
出
た
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
、
そ
の
記
憶
を
最
後
ま
で

持
ち
続
け
た
言
論
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
１
）

先
駆
的
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
し
て
、N

.
I.
T
sim
baev,

I.
S.
A
ksakov

v
obshchestvennoi

zhizni
poreform

ennoi
R
ossii

(M
oscow

,

1978)

が
あ
る
。

（
２
）

例
え
ば
、V

.
A
.
T
vardovskaia,

Ideologiia
poreform

ennogo
sam
oderzhaviia:

M
.
N
.
K
atkov

i
ego

izdaniia
(M
oscow

,

1978),
p.
170.

（
３
）

L.
I.
N
arochnitskaia,

R
ossiia

i
natsional’no-osvoboditel’noe

dvizhenie
na
B
alkanakh

1875
-1878

gg.
(M
oscow

,
1979),

pp.
22-23.

（
４
）

刊
行
さ
れ
た
著
作
集
は
い
ち
い
ち
挙
げ
な
い
。
研
究
書
と
し
て
は
、V

.
Ia.
G
rosul

(ed.),
R
usskii

konservatizm
X
IX
stoletiia:

Ideologiia
i
praktika

（M
oscow

,
2000)

とI.
A
.
K
hristoforov,

«A
ristokraticheskaia»

oppozitsiia
V
elikim

reform
am
.
K
onets

1850
-seredina

1870
-kh
gg.
(M
oscow

,
2002)

が
重
要
で
あ
る
。

（
５
）

代
表
的
な
研
究
は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。N

icholas
V
.
R
iasanovsky,

R
ussia

and
the
W
est

in
the
T
eaching

of
the
Slavophiles:

a
Study

of
R
om
antic

Ideology
(C
am
bridge,

M
ass.,

1952);
ditto,

N
icholas

I
and

（

）
６１

（

）
６２

汎スラヴ主義と露土戦争

（阪大法学）５９（３・４-173）635〔２００９．１１〕



O
fficial

N
ationality

in
R
ussia,

1825
-1855

(B
erkeley

and
Los

A
ngeles,

C
alifornia,

1959);
E
dw
ard

C
.
T
haden,

C
onservative

N
ationalism

in
N
ineteenth

-C
entury

R
ussia

(Seattle,
1964);

R
obert

F.
B
yrnes,

Pobedonostsev:
H
is
Life

and

T
hought

(B
loom

ington
and

London,
1968);

A
ndrzej

W
alicki,

T
he
Slavophile

C
ontroversy:

H
istory

of
a
C
onservative

U
topia

in
N
ineteenth-C

entury
R
ussian

T
hought

(O
xford,

1975).

西
側
で
は
露
土
戦
争
に
対
す
る
評
価
も
概
し
て
厳
し
い
。M

ichael

T
.
Florinsky,

R
ussia:

A
H
istory

and
an
Interpretation,

vol.
2
(N
ew
Y
ork,

N
ew
Y
ork,

1953),
pp.
989,

1028

を
参
照
。

（
６
）

高
田
和
夫
「
露
土
戦
争
と
ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」『
法
政
研
究
』
第
六
八
巻
第
三
号
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
六
日
）
七
〇
七
─
七

二
七
頁
。

（
７
）

竹
中
浩
「
高
田
和
夫
著
『
近
代
ロ
シ
ア
社
会
史
研
究
』」『
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
』
第
三
一
号
（
二
〇
〇
四
年
一
一
月
）、
七
三
頁
。

（
８
）

フ
ァ
ヂ
ェ
ー
エ
フ
は
、『
市
民
』
と
彼
が
『
ロ
シ
ア
世
界
』
で
展
開
し
た
議
論
の
近
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。R

.
A
.
Fadeev,

Sobranie

sochinenii,
vol.

3
(St.

Petersburg,
1889),

pp.
211-213

を
参
照
。

（
９
）

い
わ
ゆ
る
転
向
ま
で
の
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
の
活
動
に
つ
い
て
は
、E

ffie
A
m
bler,

R
ussian

Journalism
and

Politics:
T
he
C
areer

of

A
leksei

S.
Suvorin,

1861
-1881

(D
etroit,

M
ichigan,

1972)

に
詳
し
い
。

（

）

M
.
N
.
K
atkov,

Im
periia

i
kram

ola
(M
oscow

,
2007),

pp.
44-45.

１０
（

）

Ibid.,
pp.
64-66;

M
.
N
.
K
atkov,

Im
perskoe

slovo
(M
oscow

,
2002),

pp.
218-219.

１１
（

）

Stephen
Lukashevich,

Ivan
A
ksakov,

1823
-1886:

A
Study

in
R
ussian

T
hought

and
Politics

(C
am
bridge,

M
ass.,

１２1965),
pp.
85-86.

（

）

Ibid.,
pp.
96-98,

109.

１３
（

）

E
.
F.
M
orozov,

S.
M
.
Sergeev,

“O
pozdavshii

Potem
kin,”

in
R
.
A
.
Fadeev,

K
avkazskaia

voina
(M
oscow

,
2003),

p.

１４25.

（

）

K
atkov,

Im
periia

i
kram

ola,
pp.118-119.

１５
（

）

Ibid.,
pp.120-122.

１６
（

）

た
と
え
ば
、Ibid.,

p.
147.

竹
中
浩
「
ロ
シ
ア
自
由
主
義
の
形
成
過
程

─
『
大
改
革
』
に
お
け
る
社
会
認
識
と
制
度
論

─
」『
国
家
学

１７会
雑
誌
』
第
九
九
巻
第
五
・
六
号
（
一
九
八
六
年
）、
三
四
一
、
三
四
五
、
三
四
七
頁
も
参
照
。
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（

）

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ロ
フ
や
フ
ァ
ヂ
ェ
ー
エ
フ
の
人
と
な
り
や
思
考
様
式
に
つ
い
て
、K
hristoforov,

op.
cit.,

pp.
283-284

を
参
照
。

１８
（

）

F.
A
.
B
rokgauz,

I.
A
.
E
fron,

E
ntsiklopedicheskii

slovar’,
vol.

76
(St.

Petersburg,
1903),

pp.
694-695.

１９
（

）

Forrestt
A
.
M
iller,

D
m
itrii

M
iliutin

and
the
R
eform

E
ra
in
R
ussia

(C
harlotte,

N
orth

C
arolina,

1968),
pp.
202-204;

２０T
vardovskaia,

op.
cit.,

pp.
163-164.

（

）

K
hristoforov,

op.
cit.,

p.
294.

竹
中
浩
『
近
代
ロ
シ
ア
へ
の
転
換

─
大
改
革
時
代
の
自
由
主
義
思
想

─
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

２１一
九
九
九
年
）
二
三
三
頁
。

（

）

M
iller,

op.
cit.,

pp.
200-201;

T
vardovskaia,

op.
cit.,

p.
166.

２２
（

）

Ibid.,
pp.
167-168.

２３
（

）

ア
ク
サ
ー
コ
フ
は
ス
ラ
ヴ
世
界
の
統
一
を
ド
イ
ツ
の
統
一
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
。M

.
B
.
Petrovich,

T
he

２４E
m
ergence

of
R
ussian

Panslavism
,
1856

-1870
(N
ew
Y
ork,

N
ew
Y
ork,

1956),
pp.
254-255

を
参
照
。
カ
ト
コ
ー
フ
に
お
け
る
同

様
の
発
想
に
つ
い
て
、H

ans
K
ohn,

Pan-Slavism
:
Its
H
istory

and
Ideology

(N
otre

D
am
e,
Ind.,

1953),
p.
179

を
参
照
。

（

）

ロ
シ
ア
正
教
会
も
宗
務
院
も
、
モ
ス
ク
ワ
の
ス
ラ
ヴ
慈
善
委
員
会
を
支
援
し
て
い
た
（Petrovich,

op.
cit.,

p.
139

）。

２５
（

）

A
.
N
.
Pypin,

Panslavizm
v
proshlom

i
nastoiashchem

(M
oscow

,
2002),

pp.
185-186.

２６
（

）

マ
リ
ン
・
Ｖ
・
プ
ン
デ
フ
「
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」『
東
欧
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

歴
史
と
現
在
』（
刀
水
書
房
、
一
九
八
一

２７年
）
三
〇
七
頁
、
森
安
達
也
『
キ
リ
ス
ト
教
史
Ⅲ
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
七
八
年
）
四
二
三
頁
。

（

）

[Julius
W
ilhelm

A
lbert

von
E
ckardt,]

R
ussia

before
and

after
the
W
ar
(London,

1880),
pp.
290-291.

２８
（

）

M
orozov

and
Sergeev,

op.
cit.,

p.
10.

２９
（

）

Lukashevich,
op.
cit.,

p.
137.

３０
（

）

A
m
bler,

op.
cit.,

p.
139.

一
八
七
七
年
に
は
『
ゴ
ー
ロ
ス
』
は
部
数
を
創
刊
時
の
四
〇
〇
〇
か
ら
二
三
、
〇
〇
〇
に
伸
ば
し
て
い
た
（
高

３１田
「
露
土
戦
争
と
ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
七
一
四
頁
）。

（

）

R
ussia

before
and

after
the
W
ar,
p.
292.

３２
（

）

Ibid.,
p.
298;

Lukashevich,
op.
cit.,

pp.
135,

140;
N
arochnitskaia,

op.
cit.,

pp.
27-28.

３３
（

）

B
yrnes,

op.
cit.,

pp.
104-105.

し
か
し
そ
の
態
度
は
典
型
的
な
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
者
と
は
異
な
り
、
特
別
な
使
命
感
に
よ
る
も
の
で
は
な

３４

汎スラヴ主義と露土戦争

（阪大法学）５９（３・４-175）637〔２００９．１１〕



か
っ
た
（Ibid.,

p.
123

）。

（

）

R
ussia

before
and

after
the
W
ar,
pp.
310-311.

３５
（

）

Florinsky,
op.
cit.,

pp.
1006-1007.

３６
（

）

チ
ェ
ル
ニ
ャ
ー
エ
フ
や
フ
ァ
ヂ
ェ
ー
エ
フ
も
セ
ル
ビ
ア
人
や
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
に
幻
滅
し
て
い
た
。
以
下
を
参
照
。A

.
S.
Suvorin,

V
３７ozhidanii

veka
X
X
:
M
alen’kie

pis’m
a
1889

-1903
gg.
(M
oscow

,
2005),

p.
968;

M
orozov

and
Sergeev,

op.
cit.,

p.
10.

（

）

K
ohn,

op.
cit.,

p.
218.

３８
（

）

Lukashevich,
op.
cit.,

pp.
158,

160-161.

３９
（

）

B
yrnes,

op.
cit.,

pp.
223-224.

４０
（

）

Florinsky,
op.
cit.,

pp.
1026-1027.

４１
（

）

Ibid.,
pp.
1134-1135.

４２
（

）

T
sim
baev,

op.
cit.,

pp.
242-243;

Lukashevich,
op.
cit.,

p.
141.

４３
（

）

竹
中
浩
「
改
革
後
ロ
シ
ア
の
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
と
立
憲
主
義

─
一
八
六
五
─
一
八
八
二
年

─
」『
阪
大
法
学
』
第
四
六
巻
第
四
号
（
一
九

４４九
六
年
一
〇
月
）、
五
二
三
頁
。

（

）

も
と
も
と
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ロ
フ
ら
は
代
表
制
の
ア
イ
デ
ア
を
も
っ
て
い
た
。V

.
G
.
C
hernukha,

V
nutrenniaia

politika
tsarizm

a
s

４５serediny
50
-kh
do
nachala

80-kh
gg.
X
IX
v.
(Leningrad,

1978),
ch.
1,
sec.

3

を
参
照
。

（

）

た
だ
、
そ
の
や
り
方
は
、
当
時
の
基
準
か
ら
し
て
も
決
し
て
文
明
的
と
は
い
え
な
か
っ
た
（Florinsky,

op.
cit.,

p.
982

）。

４６
（

）
『
ゴ
ー
ロ
ス
』
も
こ
の
戦
争
を
支
持
し
た
（
高
田
「
露
土
戦
争
と
ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
七
一
四
頁
）。

４７
（

）

竹
中
「
改
革
後
ロ
シ
ア
の
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
と
立
憲
主
義
」
五
一
六
頁
。

４８
（

）

カ
ト
コ
ー
フ
の
書
評
は
冷
や
や
か
で
あ
る
（T

vardovskaia,
op.
cit.,

p.
220

）。
そ
こ
で
は
か
つ
て
の
フ
ァ
ヂ
ェ
ー
エ
フ
の
過
激
さ
は
影

４９を
ひ
そ
め
て
い
た
（M

orozov
and

Sergeev,
op.
cit.,

p.
31

）。

（

）

Lukashevich,
op.
cit.,

pp.
158-159.

近
し
く
し
て
い
た
ア
ク
サ
ー
コ
フ
へ
の
訪
問
の
前
日
、
一
八
八
二
年
六
月
二
五
日
に
、
ス
コ
ー

５０ベ
レ
フ
は
突
然
世
を
去
っ
た
（Ibid.,

p.
160

）。
カ
ト
コ
ー
フ
は
追
悼
文
の
中
で
、
ス
コ
ー
ベ
レ
フ
が
中
央
ア
ジ
ア
に
あ
っ
て
も
海
峡
問
題
の

重
要
性
を
忘
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
、
そ
の
視
野
の
広
さ
を
賞
賛
し
て
い
る
（K

atkov,
Im
periia

i
kram

ola,
p.
276

）。
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（

）

R
ichard

S.
W
ortm

an,
Scenarios

of
Pow
ers:

M
yth
and

C
erem

ony
in
R
ussian

M
onarchy

from
Peter

the
G
reat

to
the

５１A
bdication

of
N
icholas

II
(Princeton,

N
ew
Jersey,

2006),
pp.
269-270.

（

）

K
atkov,

Im
periia

i
kram

ola,
p.
266.

５２
（

）

ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
は
、
ニ
コ
ラ
イ
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
、
世
紀
末
の
ハ
ー
グ
平
和
会
議
を
推
進
し
、
極
東
で
日
本
と
の
緊
張
を
高
め

５３る
政
策
に
反
対
し
た
（B

yrnes,
op.
cit.,

p.
131

）。

（

）

Ibid.,
p.
130.

ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
が
主
導
し
た
宗
教
的
少
数
者
に
対
す
る
政
策
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
竹
中
浩
「
帝
政
期
に
お
け

５４る
ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
同
化
政
策

─
沿
バ
ル
ト
地
域
の
ロ
シ
ア
化
を
手
掛
か
り
に
し
て

─
」『
年
報
政
治
学
一
九
九
四
』（
岩
波

書
店
、
一
九
九
四
年
）
七
二
─
七
四
頁
、
同
「
近
代
ロ
シ
ア
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
宗
教
政
策

─
ロ
シ
ア
帝
国
に
お
け
る
福
音
主
義

的
セ
ク
ト
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て

─
」『
ロ
シ
ア
史
研
究
』
第
六
四
号
（
一
九
九
九
年
四
月
）
九
─
一
〇
頁
を
参
照
。

（

）

ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
が
カ
ト
コ
ー
フ
に
対
抗
で
き
る
唯
一
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。E

.
A
.

５５D
inershtein,

A
.
S.
Suvorin:

C
helovek,

sdelavshii
kar’eru

(M
oscow

,
1998),

p.
126

を
参
照
。

（

）

A
m
bler,

op.
cit.,

pp.
163-165,

168.

５６
（

）

D
inershtein,

op.
cit.,

p.
71.

し
か
し
、
イ
グ
ナ
ー
チ
エ
フ
に
代
わ
っ
て
ド
ミ
ト
リ
ー
・
ト
ル
ス
ト
イ
が
内
相
に
な
っ
た
と
き
、
彼
は
セ

５７ム
ス
キ
ー
・
ソ
ボ
ー
ル
に
対
す
る
支
持
を
取
り
下
げ
る
だ
け
の
政
治
的
機
転
を
も
っ
て
い
た
。

（

）

Ibid.,
p.
78.

一
八
九
六
年
二
月
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
作
家
レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
に
対
し
て
、
カ
ト
コ
ー
フ
と
は
ほ
と
ん
ど
交
渉
が
な
か
っ

５８た
と
述
べ
て
い
る
（A
.
S.
Suvorin,

D
nevnik

(M
oscow

,
1999)

p.
206

）。

（

）

露
土
戦
争
の
と
き
、
既
に
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
（A

m
bler,

op.
cit.,

p.
158

）。

５９
（

）

一
八
七
八
年
に
一
五
六
二
だ
っ
た
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
の
購
読
者
数
は
、
一
九
〇
九
年
に
は
三
六
、
九
〇
〇
と
、
実
に
二
三
倍

６０に
な
っ
た
（A

leksandr
R
om
anenko,

“N
eskol’ko

slov
o
zhizni

i
sud’be

A
lekseia

Suvorina,”
in:
A
.
S.
Suvorin,

V
ozhidanii

veka
X
X
:
M
alen’kie

pis’m
a
1889

-1903
gg.
(M
oscow

,
2005),

p.
16

）。
一
九
〇
五
年
革
命
に
際
し
、
ゴ
ー
リ
キ
ー
は
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
を

評
し
、
彼
が
典
型
的
な
保
守
派
の
言
論
人
に
比
べ
て
は
る
か
に
知
的
で
あ
る
だ
け
に
い
っ
そ
う
有
害
で
あ
る
と
し
て
い
る
（A

m
bler,

op.

cit.,
p.
10

）。

（

）

D
inershtein,

op.
cit.,

pp.
75,
84.

６１

汎スラヴ主義と露土戦争
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（

）

Ibid.,
pp.
83;
Suvorin,

V
ozhidanii

veka
X
X
,
p.
449.

一
八
九
六
年
二
月
二
九
日
に
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
の
発
行
二
〇

６２周
年
を
祝
っ
た
と
き
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
出
席
し
て
い
た
チ
ェ
ル
ニ
ャ
ー
エ
フ
に
感
謝
の
意
を
表
し
て
い
る
（Suvorin,

D
nevnik,

p.
206

）。

（阪大法学）５９（３・４-178）640〔２００９．１１〕


