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帝政末期ロシアにおける保守的言論の展開　

帝
政
末
期
ロ
シ
ア
に
お
け
る
保
守
的
言
論
の
展
開

─
─
露
仏
接
近
と
ユ
ダ
ヤ
人
政
策
を
め
ぐ
る
立
場
の
相
違
を
手
掛
か
り
と
し
て
─
─

竹
　
　
中
　
　
　
　
　
浩

一　

は
じ
め
に

　

近
代
の
政
治
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
論
じ
る
と
き
、
枠
組
み
と
し
て
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
る
の
が
保
守
派
と
リ
ベ
ラ
ル
の
対
比
で
あ

る
。
通
常
、
内
政
に
関
し
て
、
保
守
派
は
伝
統
的
秩
序
の
維
持
を
、
リ
ベ
ラ
ル
は
自
由
の
制
度
的
保
障
と
参
加
の
拡
大
を
重
視
す
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
帝
政
期
の
ロ
シ
ア
を
対
象
と
す
る
場
合
も
同
様
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
改
革
に
対
す
る
積
極
性
が

保
守
派
と
リ
ベ
ラ
ル
を
分
け
る
一
つ
の
基
準
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
基
準
が
常
に
有
効
に
働
く
わ
け
で
は
な
い
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ル
二
世
の
治
世
に
は
農
奴
制
の
廃
止
を
は
じ
め
と
す
る
大
改
革
が
行
わ
れ
た
が
、
保
守
派
と
さ
れ
る
人
々
の
中
で
、
貴
族
の
特
権
と
社

会
的
役
割
を
重
視
す
る
Р
・
Ф
・
フ
ァ
ジ
ェ
ー
エ
フ
ら
は
大
改
革
が
こ
れ
を
弱
め
よ
う
と
し
た
こ
と
に
反
撥
し
、
特
に
ミ
リ
ュ
ー
チ
ン

の
軍
制
改
革
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ス
ラ
ヴ
派
は
、
彼
ら
自
身
も
関
与
し
た
大
改
革
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い

た
。
保
守
派
と
さ
れ
る
人
た
ち
の
中
に
も
、
改
革
に
対
し
て
異
な
っ
た
立
場
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

政
治
制
度
に
関
わ
る
改
革
を
視
野
に
入
れ
る
と
問
題
が
さ
ら
に
複
雑
に
な
る
。
政
治
改
革
が
他
の
改
革
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
は
限
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ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
帝
政
期
の
ロ
シ
ア
で
は
専
制
と
い
う
伝
統
的
統
治
形
態
の
縛
り
が
強
く
、
そ
の
変
更
を
主
張
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
リ
ベ
ラ
ル
と
み
な
さ
れ
る
人
々
も
概
し
て
慎
重
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
保
守
派
の
中
で
も
大
改
革
を
批
判
し
た
人
た
ち

は
、
改
革
を
主
導
し
た
官
僚
の
専
横
に
対
す
る
批
判
を
こ
れ
と
結
び
つ
け
、
対
抗
策
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
貴
族
院
を
モ
デ
ル
と
す
る
代

表
制
を
求
め
た
。
専
制
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
何
を
そ
れ
と
不
可
分
の
も
の
と
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
保
守
派
の
中
に
も
異

な
っ
た
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
政
治
改
革
へ
の
積
極
性
と
い
う
観
点
か
ら
保
守
派
と
リ
ベ
ラ
ル
を
区
別
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も

容
易
で
な
い
。

　

こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
保
守
派
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
、
単
に
リ
ベ
ラ
ル
と
の
対
比
に
お
い
て
そ

の
性
格
を
規
定
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
の
要
素
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
が
必
要
に
な

る
。
そ
の
一
つ
が
議
論
を
発
信
す
る
際
の
姿
勢
で
あ
る
。
一
般
に
、
メ
デ
ィ
ア
で
活
動
す
る
人
々
の
関
心
は
言
論
を
通
じ
て
政
府
と
社

会
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
政
府
と
社
会
が
常
に
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
政
府
の
最
大
の
関
心

事
は
、
内
政
に
お
い
て
は
政
治
体
制
と
治
安
の
安
定
で
あ
り
、
対
外
政
策
に
お
い
て
は
目
の
前
の
具
体
的
国
益
の
実
現
で
あ
る
が
、
そ

れ
ら
が
常
に
一
般
国
民
に
対
す
る
訴
求
力
を
持
つ
と
は
限
ら
な
い
。
治
安
や
国
益
と
一
般
国
民
の
意
識
や
感
情
と
は
し
ば
し
ば
鋭
く
対

立
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
じ
よ
う
に
保
守
的
言
論
人
と
さ
れ
る
人
で
あ
っ
て
も
、
政
府
の
志
向
と
社
会
の
志
向
の
ど
ち
ら
に
よ
り
大
き

な
関
心
を
持
つ
か
に
よ
っ
て
立
場
を
異
に
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。

　

内
政
に
関
し
て
こ
の
矛
盾
が
特
に
現
れ
や
す
い
の
が
ユ
ダ
ヤ
人
政
策
で
あ
る
。
国
内
の
少
数
派
に
対
す
る
差
別
と
非
寛
容
、
特
に
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
は
保
守
派
に
共
通
す
る
特
徴
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
い
っ
て
も
そ
の
現
れ
方
は
必
ず
し
も
一
様
で
な
い
。

ユ
ダ
ヤ
人
が
攻
撃
の
対
象
に
な
る
と
き
、
大
別
し
て
二
つ
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
正
教
徒
を
搾
取
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
富
を
蓄
え
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
ユ
ダ
ヤ
人
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
が
革
命
を
は
じ
め
と
す
る
政
治
的
害
悪
を
も

（
1
）
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た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ど
ち
ら
に
比
重
を
か
け
る
か
に
よ
っ
て
保
守
派
の
中
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
性
格
が
異
な
っ
て
く
る
。
そ
れ

は
ま
た
専
制
護
持
の
姿
勢
に
お
け
る
特
徴
と
も
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　

対
外
政
策
に
関
し
て
は
保
守
派
の
中
の
多
様
性
が
よ
り
顕
著
に
現
れ
る
。
常
識
的
に
は
、
保
守
派
は
対
外
強
硬
派
と
同
一
視
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
帝
政
期
の
ロ
シ
ア
で
は
、
保
守
派
と
さ
れ
る
人
々
が
常
に
一
致
し
て
対
外
強
硬
論
を
唱
え
た
わ
け
で
は
な
い
。

保
守
派
は
総
じ
て
他
国
に
侮
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
う
が
、
同
じ
よ
う
に
国
の
威
信
を
重
視
し
て
は
い
て
も
、
国
民
の
共
感
や
反
撥
に
重
き

を
置
く
人
も
い
れ
ば
、
軍
事
的
・
経
済
的
国
益
を
重
視
す
る
人
も
い
る
。
軍
事
的
・
経
済
的
国
益
を
重
視
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
を
ど

の
よ
う
な
枠
組
み
に
よ
っ
て
守
る
か
に
つ
い
て
は
異
な
っ
た
考
え
方
が
あ
り
う
る
。
対
外
政
策
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
保
守
的
メ
デ
ィ
ア

の
立
場
を
、
単
に
強
硬
派
と
し
て
一
括
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
八
四
一
年
、
英
仏
露
普
墺
五
カ
国
の
条
約
に
よ
っ
て
、
黒
海
の
出
口
で
あ
る
ボ
ス
ポ
ラ
ス
・
ダ
ー
ダ
ネ
ル
ス
両
海
峡
の
通
過
が
オ

ス
マ
ン
帝
国
以
外
の
国
の
軍
艦
に
禁
じ
ら
れ
た
。
も
と
よ
り
そ
れ
に
よ
っ
て
最
も
強
い
制
約
を
受
け
る
の
は
ロ
シ
ア
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
一
八
五
六
年
三
月
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
結
ば
れ
た
パ
リ
条
約
に
よ
り
、
ロ
シ
ア
は
黒
海
に
艦
隊
を
保
有
す
る
こ

と
を
禁
止
さ
れ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
の
前
半
に
お
い
て
は
、
こ
の
黒
海
条
項
の
廃
棄
が
重
要
な
外
交
課
題
と
な
っ
た
。
ゴ
ル
チ

ャ
コ
ー
フ
外
相
は
、
廃
棄
を
実
現
す
る
た
め
に
は
国
際
的
孤
立
を
避
け
る
必
要
が
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
調
を
外
交
の

基
本
方
針
と
し
て
い
た
。
こ
れ
を
批
判
し
た
代
表
的
な
保
守
の
論
客
が
В
・
П
・
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
で
あ
る
。
後
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ル
三
世
や
ニ
コ
ラ
イ
二
世
と
親
し
く
交
わ
り
、
政
府
の
外
交
方
針
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
国
際
法
秩
序
を
絶
対
視
し
な
か
っ
た
。
国
家
と
い
う
有
機
体
を
法
の
枠
に
は
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
国
益
は
国
際
法
に
優
先

す
る
と
し
て
、
彼
は
国
権
主
義
の
立
場
か
ら
一
貫
し
て
ゴ
ル
チ
ャ
コ
ー
フ
外
交
を
批
判
し
た
。
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
に
お
い
て
保
守
主

義
と
反
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
は
不
可
分
で
あ
っ
た
。

（
2
）

（
3
）
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一
八
七
一
年
に
黒
海
条
項
が
廃
棄
さ
れ
た
の
ち
も
海
峡
通
過
に
対
す
る
制
約
は
残
っ
た
。
こ
れ
を
取
り
除
く
た
め
に
、
ボ
ス
ポ
ラ
ス

海
峡
を
扼
す
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
へ
の
影
響
力
を
強
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
ロ
シ
ア
保
守
派
の
中
に
は
強
く
現
れ
た
。

そ
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
の
が
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
強
い
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
自
由
に
す

る
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
艦
船
が
ス
エ
ズ
運
河
を
通
っ
て
本
国
と
イ
ン
ド
の
間
を
航
行
す
る
上
で
脅
威
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
オ
ス

マ
ン
帝
国
の
後
ろ
盾
と
な
り
、
ロ
シ
ア
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
と
ボ
ス
ポ
ラ
ス
海
峡
に
影
響
力
を
強
め
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ

た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
強
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
は
、
他
国
と
同
盟
を
結
ば
ず
、
巧
み
な
外
交
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
を
牽
制
し
た
。

　

こ
れ
は
ロ
シ
ア
の
す
べ
て
の
保
守
派
に
と
っ
て
苦
々
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
に
つ
い
て
は
異
な

っ
た
考
え
方
が
あ
っ
た
。
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
、
ゴ
ル
チ
ャ
コ
ー
フ
が
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
し
て
宥
和
的
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
た
が
、

統
一
さ
れ
た
ド
イ
ツ
に
対
す
る
見
方
は
概
し
て
好
意
的
で
あ
っ
た
。
一
八
八
一
年
に
即
位
し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
の
も
と
で
外
相

に
な
っ
た
ギ
ー
ル
ス
が
ド
イ
ツ
と
の
良
好
な
関
係
に
基
づ
く
外
交
を
展
開
す
る
と
、
彼
は
こ
れ
を
支
持
し
た
。
他
方
、
保
守
的
と
さ
れ

る
言
論
人
の
中
に
は
ド
イ
ツ
と
距
離
を
と
ろ
う
と
す
る
立
場
も
ま
た
存
在
し
た
。
そ
の
中
で
最
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
の
が

М
・
Н
・
カ
ト
コ
ー
フ
と
А
・
С
・
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
で
あ
る
。
彼
ら
は
ギ
ー
ル
ス
外
交
に
批
判
的
で
あ
り
、
外
交
方
針
の
根
本
的
な
転

換
を
求
め
た
。

　

本
稿
で
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
時
代
の
後
半
以
降
、
保
守
的
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
生
じ
た
立
場
の
分
岐
を
、
メ
シ
チ
ェ
ル
ス

キ
ー
、
カ
ト
コ
ー
フ
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
と
い
う
三
人
の
論
客
の
対
外
観
と
ユ
ダ
ヤ
人
観
に
注
目
し
つ
つ
概
観
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

政
府
と
言
論
人
の
関
心
の
違
い
と
と
も
に
、
保
守
的
メ
デ
ィ
ア
の
中
に
あ
る
多
様
性
を
具
体
的
に
例
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。

（
4
）

（
5
）
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二　

汎
ス
ラ
ヴ
主
義
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
問
題

　

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
領
土
で
あ
る
バ
ル
カ
ン
半
島
に
は
、
ス
ラ
ヴ
系
の
、
あ
る
い
は
非
ス
ラ
ヴ
で
は
あ
る
が
正
教
を
信
じ
る
諸
民
族
が

住
ん
で
お
り
、
十
九
世
紀
の
前
半
、
そ
の
中
で
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
支
配
か
ら
独
立
し
よ
う
と
い
う
運
動
が
生
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
に

道
徳
的
支
持
を
与
え
る
こ
と
は
、
相
手
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
で
あ
る
か
ぎ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
対
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
図
式
で
整
理
の
つ
く
も
の

で
あ
り
、
こ
の
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
た
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
も
、
十
九
世
紀
半
ば
ま
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
に
対
立
を
も

た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
内
の
ス
ラ
ヴ
人
、
例
え
ば
チ
ェ
コ
の
知
識
人
の
中
に
も
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
を
唱
え
る

人
々
が
い
た
が
、
彼
ら
は
民
族
的
自
律
を
求
め
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
必
ず
し
も
政
治
的
独
立
を
要
求
す
る
こ
と
は
な
く
、
ロ
シ
ア
が

オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
関
係
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
肩
入
れ
す
る
政
治
的
理
由
も
存
在
し
な
か
っ
た
。

　

一
八
六
六
年
の
普
墺
戦
争
に
お
い
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
敗
北
す
る
と
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
内
で
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
地
位
が
相
対
的
に

高
ま
り
、
一
八
六
七
年
の
ア
ウ
ス
グ
ラ
イ
ヒ
に
よ
っ
て
国
の
形
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
帝
国
内
の
ス
ラ
ヴ
人
も
政
治
的
発
言
力
を
強
め

る
に
い
た
る
。
こ
う
し
た
情
勢
を
反
映
し
て
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
内
の
ス
ラ
ヴ
人
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
内
の
ス
ラ
ヴ
人

と
を
結
び
つ
け
る
秩
序
構
想
が
現
れ
る
と
き
、
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
は
政
治
的
色
彩
を
強
く
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
治
化
し
た
汎
ス
ラ

ヴ
主
義
は
当
然
に
本
来
の
文
化
的
原
理
と
の
間
に
不
整
合
を
孕
む
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
ス
ラ
ヴ
世
界
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
敵
対
に
比
重

を
置
く
ダ
ニ
レ
ー
フ
ス
キ
ー
の
ス
ラ
ヴ
連
邦
構
想
は
政
治
的
地
域
統
合
の
色
彩
が
強
く
、
ス
ラ
ヴ
世
界
を
統
一
す
る
文
化
的
原
理
や
民

族
的
特
徴
は
、
西
欧
と
の
対
比
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
類
型
論
に
帰
着
さ
せ
ら
れ
た
。
ダ
ニ
レ
ー
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
、
ス
ラ
ヴ
系
の

言
語
を
母
語
と
す
る
か
否
か
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
八
六
〇
年
代
の
後
半
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
中
心
と
し
た
ド
イ
ツ
統
一
が
視
野
に
入
り
、
こ
れ
に
対
す
る
警
戒
心
が
生
ま
れ
る
と
と
も
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に
、
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
は
反
ゲ
ル
マ
ン
主
義
的
な
色
彩
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
貴
族
主
義
的
な
人
々
の
中
に
も
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か

ら
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
を
支
持
す
る
人
々
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
代
表
的
な
論
客
が
フ
ァ
ジ
ェ
ー
エ
フ
で
あ
る
。
も
と
も
と
貴
族
主

義
に
は
民
族
主
義
的
な
色
彩
が
希
薄
で
あ
り
、
帝
国
内
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
や
ド
イ
ツ
人
の
貴
族
も
い
る
以
上
、
こ
れ
は
自
然
な
こ
と

で
あ
っ
た
。
か
つ
て
貴
族
主
義
の
新
聞
と
さ
れ
た
『
ヴ
ェ
ス
チ
』
は
親
独
的
で
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
に
は
冷
淡
で
あ
り
、
一
八
六
七
年
に
モ

ス
ク
ワ
で
開
催
さ
れ
た
ス
ラ
ヴ
会
議
に
対
し
て
も
冷
や
や
か
な
見
方
を
し
て
い
た
。
フ
ァ
ジ
ェ
ー
エ
フ
の
立
場
は
明
ら
か
に
こ
れ
と
は

異
な
っ
て
い
た
。
彼
は
今
や
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
ス
ラ
ヴ
人
問
題
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
ス
ラ
ヴ
人
問
題
と
は
不
可
分

に
な
っ
た
と
し
て
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
に
共
鳴
し
、
特
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
内
の
ス
ラ
ヴ
人
と
の
関
係
強
化
を
重
視
す
る
。

た
だ
し
、
フ
ァ
ジ
ェ
ー
エ
フ
の
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
は
、
文
化
的
信
条
よ
り
は
政
治
的
な
関
心
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
ス
ラ
ヴ
系
の
民
族

だ
け
で
な
く
バ
ル
カ
ン
に
住
む
非
ス
ラ
ヴ
人
の
存
在
も
同
様
に
重
視
し
て
い
た
。

　

汎
ス
ラ
ヴ
主
義
の
盛
り
上
が
り
は
、
一
八
七
七
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
露
土
戦
争
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
。
こ
の
と
き
、
ロ
シ

ア
の
国
民
感
情
は
激
し
く
高
揚
し
、
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
解
放
を
掲
げ
る
И
・
С
・
ア
ク
サ
ー
コ
フ
の
言
論
が
光
彩
を
放
っ
た
。
ス
ラ
ヴ

人
の
虐
殺
や
抑
圧
に
対
す
る
人
道
的
反
撥
も
あ
っ
て
、
ロ
シ
ア
の
世
論
は
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
的
空
気
に
染
め
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
異
を
唱

え
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
最
も
活
発
で
扇
動
的
な
報
道
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
発
行
部
数
を
飛
躍
的
に
伸

ば
し
た
の
が
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
の
新
聞
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
で
あ
る
。

　

汎
ス
ラ
ヴ
主
義
が
持
つ
意
味
内
容
の
曖
昧
さ
も
、
多
く
の
異
な
っ
た
立
場
を
糾
合
す
る
の
に
効
果
的
に
働
い
た
。
一
八
六
三
年
の

ポ
ー
ラ
ン
ド
蜂
起
以
来
、
国
権
主
義
的
な
言
論
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
っ
た
カ
ト
コ
ー
フ
は
、
バ
ル
カ
ン
の
ス
ラ
ヴ
人
の
窮
状
よ
り
も

ロ
シ
ア
に
よ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
と
海
峡
の
支
配
を
重
視
し
て
い
た
。
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
も
同
様
で
あ
っ
た
。
彼
は
ゴ
ル

チ
ャ
コ
ー
フ
が
他
の
列
強
の
意
向
を
過
剰
に
顧
み
る
こ
と
を
嘲
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
恐
れ
る
必
要
は
な
い
と
し
て
、
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セ
ル
ビ
ア
と
と
も
に
戦
う
こ
と
を
支
持
し
た
が
、
そ
の
立
場
を
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ス
ラ
ヴ
人

へ
の
共
感
と
は
無
縁
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

露
土
戦
争
後
、
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
冷
静
さ
を
取
り
戻
し
、
ド
イ
ツ
と
良
好
な
関
係
を
維
持
し
た
上
で
の
孤
立
主
義
の
立
場
に
復

し
た
。
し
か
し
、
露
土
戦
争
後
の
バ
ル
カ
ン
情
勢
は
ド
イ
ツ
と
の
関
係
に
揺
ら
ぎ
を
生
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
原
因
に
な
っ

た
の
が
ブ
ル
ガ
リ
ア
問
題
で
あ
る
。
も
と
も
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
ロ
シ
ア
の
間
に
は
心
情
的
な
紐
帯
が
あ
り
、
ロ
シ
ア
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
の

保
護
者
を
も
っ
て
任
じ
て
い
た
。
露
土
戦
争
後
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
は
一
旦
独
立
す
る
が
、
親
ロ
シ
ア
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
を
通
じ
て
ロ
シ
ア
が

バ
ル
カ
ン
半
島
に
勢
力
を
拡
大
す
る
こ
と
を
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
望
ま
な
か
っ
た
た
め
、
一
八
七
八
年
七
月

の
ベ
ル
リ
ン
条
約
で
ブ
ル
ガ
リ
ア
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
内
の
公
国
に
と
ど
め
ら
れ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
一
部
と
さ
れ
て
い
た
南
部
の
東
ル
メ

リ
ア
、
西
部
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
が
切
り
離
さ
れ
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
の
間
に
激
し
い

反
撥
を
招
い
た
。

　

初
代
ブ
ル
ガ
リ
ア
公
に
な
っ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ル
は
ド
イ
ツ
の
バ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
家
出
身
で
、
ロ
シ
ア
育
ち
で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二

世
の
皇
后
マ
リ
ア
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ナ
の
甥
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
除
け
ば
ロ
シ
ア
と
の
つ
な
が
り
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
、
保

守
派
か
ら
は
猜
疑
の
目
を
向
け
ら
れ
て
い
た
。
一
八
八
一
年
に
即
位
し
た
ロ
シ
ア
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
は
従
弟
で
あ
る
彼
を
ひ

ど
く
嫌
っ
て
お
り
、『
モ
ス
ク
ワ
報
知
』
の
編
集
者
と
し
て
政
府
に
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
カ
ト
コ
ー
フ
も
、
一
八
八
五
年
一
月

十
三
日
の
同
紙
社
説
で
、
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
お
い
て
ド
イ
ツ
人
が
君
主
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
バ
ル
カ

ン
半
島
と
ド
イ
ツ
の
関
わ
り
を
強
め
、
良
好
な
関
係
を
築
い
て
い
る
独
露
の
間
に
紛
争
の
火
種
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
懸

念
を
表
明
し
て
い
た
。

　

一
八
八
五
年
九
月
、
東
ル
メ
リ
ア
で
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
の
統
一
を
目
指
す
反
乱
が
起
き
、
国
際
的
な
危
機
が
発
生
す
る
。
ベ
ル
リ
ン
会
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議
で
作
ら
れ
た
枠
組
み
そ
の
も
の
が
危
殆
に
瀕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ロ
シ
ア
外
務
省
は
、
統
一
そ
の
も
の
に
は
反
対
で
は
な
か
っ
た

も
の
の
、
現
状
の
急
激
な
変
更
を
望
ま
ず
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
暴
発
を
抑
え
に
か
か
っ
た
。
十
一
月
、
セ
ル
ビ
ア
が

ブ
ル
ガ
リ
ア
に
侵
攻
す
る
。
戦
闘
は
大
方
の
予
想
に
反
し
て
一
週
間
足
ら
ず
で
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
完
勝
に
終
わ
り
、
東
ル
メ
リ
ア
か
ら
ブ

ル
ガ
リ
ア
が
自
発
的
に
撤
退
す
る
可
能
性
は
消
失
し
た
。
ロ
シ
ア
が
求
め
た
原
状
回
復
は
望
む
べ
く
も
な
く
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
統
一
が

既
成
事
実
と
し
て
追
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ロ
シ
ア
の
威
信
に
決
定
的
な
打
撃
を
与
え
た
。
特
定
の
国
が
仕
組
ん
だ
こ
と

で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
事
件
は
国
際
的
な
紛
争
解
決
の
枠
組
み
に
対
す
る
ロ
シ
ア
国
内
の
不
満
を
高
め
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

　

十
二
月
三
日
の
『
モ
ス
ク
ワ
報
知
』
社
説
で
、
カ
ト
コ
ー
フ
は
、
こ
の
出
来
事
を
イ
ギ
リ
ス
の
思
惑
に
沿
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
建
国
の
た
め
に
ど
こ
よ
り
も
犠
牲
を
払
っ
た
ロ
シ
ア
に
事
前
に
相
談
す
る
こ
と
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
道
具
と
な
っ
て
行
動
し

た
ブ
ル
ガ
リ
ア
公
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ル
を
非
難
し
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
の
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ル
に
対
す
る
憤
り
も
激
し
く
、
彼
は
執

拗
に
そ
の
退
位
を
求
め
た
。
一
八
八
六
年
八
月
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ル
は
退
位
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
関
係

は
好
転
す
る
ど
こ
ろ
か
い
っ
そ
う
悪
化
し
た
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
ス
タ
ン
ボ
ロ
フ
首
相
は
ロ
シ
ア
に
対
し
て
敵
対
的
な
政
策
を
と
り
、
国

内
の
親
露
派
が
甚
だ
し
く
抑
圧
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

　

ロ
シ
ア
の
メ
デ
ィ
ア
は
多
く
が
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
軍
事
占
領
を
要
求
し
た
。
政
府
に
配
慮
し
て
そ
れ
ま
で
抑
制
的
な
立
場
を
と
っ
て
き

た
『
モ
ス
ク
ワ
報
知
』
も
同
様
で
あ
っ
た
。
カ
ト
コ
ー
フ
に
と
っ
て
も
こ
の
出
来
事
は
許
容
し
が
た
い
屈
辱
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
メ
シ

チ
ェ
ル
ス
キ
ー
の
『
市
民
』
の
み
が
軍
事
占
領
に
反
対
し
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
の
ド
イ
ツ
を
除
き
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
や
イ

ギ
リ
ス
の
よ
う
な
腹
黒
い
国
々
が
、
ロ
シ
ア
が
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
泥
沼
に
は
ま
り
込
む
こ
と
を
密
か
に
願
っ
て
、
占
領
に
支
持
を
与
え
て

い
る
。
こ
れ
に
乗
る
の
は
両
国
の
思
う
壺
で
あ
る
と
し
て
、
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
不
干
渉
を
説
い
た
。
ロ
シ
ア
の
国
益
と
威
信
を
守

る
に
は
戦
艦
二
隻
を
ブ
ル
ガ
リ
ア
沿
岸
に
派
遣
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
結
局
ロ
シ
ア
は
武
力
行
使
を
行
わ
ず
、
十
一
月
十
六
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日
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
国
交
を
断
絶
す
る
に
い
た
っ
た
。

三　

露
仏
接
近

　

こ
の
頃
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
接
近
が
外
交
上
の
選
択
肢
と
し
て
浮
上
し
て
い
た
。
普
仏
戦
争
に
お
い
て
煮
え
湯
を
飲
ま
さ
れ
た
フ
ラ
ン

ス
に
は
、
左
右
の
別
な
く
ド
イ
ツ
に
対
す
る
強
い
復
讐
願
望
が
あ
り
、
一
部
に
は
ロ
シ
ア
と
の
提
携
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
に
報
復
し
よ
う

と
い
う
動
き
も
生
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
慎
重
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
が
独
仏
衝
突
の
際
に
三
帝
同
盟
に
縛
ら
れ
て
ド

イ
ツ
に
味
方
す
る
よ
う
な
こ
と
さ
え
な
け
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
ロ
シ
ア
の
ギ
ー
ル
ス
外
相
も
独
仏

の
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
た
。

　

メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
現
状
の
変
更
に
消
極
的
な
ギ
ー
ル
ス
外
相
の
方
針
を
支
持
し
て
い
た
。
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
の
見
る
と
こ
ろ
、

ロ
シ
ア
に
と
っ
て
唯
一
の
国
家
の
敵
と
い
う
べ
き
は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
一
貫
し
て
ロ
シ
ア
に
好
意
的
で
な
く
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
全
体
を
ロ
シ
ア
に
敵
対
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
に
は
政
治
思
想
に
お
け
る
断
絶
が
あ
る
。

メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
、
革
命
と
共
和
主
義
の
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
と
の
接
近
に
よ
っ
て
、
一
八
一
四
年
の
と
き
の
よ
う
に
ロ
シ
ア
国

内
に
伝
統
的
な
統
治
形
態
を
変
更
し
よ
う
と
い
う
気
運
が
盛
り
上
が
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
保
守
的
な
ド
イ
ツ
は

相
性
の
よ
い
相
手
で
あ
っ
た
。
民
族
の
統
一
を
実
現
し
た
だ
け
で
な
く
、
強
力
な
統
治
権
力
の
原
則
、
保
守
主
義
の
原
則
を
体
現
す
る

ビ
ス
マ
ル
ク
を
恐
れ
る
必
要
も
な
か
っ
た
。

　

カ
ト
コ
ー
フ
の
立
場
は
異
な
っ
て
い
た
。
も
と
も
と
カ
ト
コ
ー
フ
は
ド
イ
ツ
に
対
し
て
特
別
敵
対
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
八

〇
年
代
の
前
半
に
は
、
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
と
同
様
、
彼
も
ド
イ
ツ
と
の
良
好
な
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
望
ま
し

い
と
考
え
て
お
り
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
内
政
を
賛
美
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
危
機
以
後
、
カ
ト
コ
ー
フ
は
ド
イ
ツ
と
の
間
に
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距
離
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
強
化
に
前
向
き
に
な
っ
て
い
っ
た
。
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
対
独
強

硬
派
の
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
将
軍
が
力
を
伸
ば
し
て
お
り
、
こ
れ
を
支
持
す
る
フ
ラ
ン
ス
愛
国
者
同
盟
の
ポ
ー
ル
・
デ
ル
レ
ー
ド
ら
右
派
が

カ
ト
コ
ー
フ
に
接
近
し
た
。
仲
介
に
立
っ
た
の
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
生
理
学
者
エ
リ
ー
・
ド
・
シ
オ
ン
で
あ
っ
た
。

　

一
八
八
六
年
七
月
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ガ
ス
タ
イ
ン
で
独
墺
の
皇
帝
が
会
見
し
た
こ
と
は
、
両
国
の
親
密
さ
を
内
外
に
印
象
づ
け
た
。

こ
の
機
を
捉
え
て
カ
ト
コ
ー
フ
は
七
月
三
十
一
日
の
『
モ
ス
ク
ワ
報
知
』
で
、
ロ
シ
ア
を
独
墺
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
し
て

ギ
ー
ル
ス
を
批
判
し
、
暗
に
三
帝
同
盟
へ
の
反
対
を
表
明
し
た
。
カ
ト
コ
ー
フ
の
攻
撃
を
受
け
て
辞
任
し
た
ブ
ン
ゲ
の
後
を
襲
っ
て
蔵

相
に
就
任
し
た
ヴ
ィ
シ
ネ
グ
ラ
ツ
キ
ー
の
も
と
で
、
ロ
シ
ア
が
ド
イ
ツ
製
品
に
対
し
高
率
の
保
護
関
税
を
課
す
る
よ
う
に
な
り
、
両
国

の
間
に
経
済
摩
擦
が
生
じ
る
と
、
カ
ト
コ
ー
フ
は
ド
イ
ツ
に
対
し
て
さ
ら
に
強
硬
な
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

当
初
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
は
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
立
場
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
民
衆
の
気
分
を
捉
え
る
力
と
国
際
情
報
を

武
器
と
す
る
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
、
カ
ト
コ
ー
フ
や
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
の
よ
う
に
、
皇
帝
を
は
じ
め
と
す
る
政
府
要
人
と
の
親
密
な
関

係
に
依
拠
し
て
原
則
的
な
立
場
を
打
ち
出
す
人
で
は
な
か
っ
た
。
広
い
範
囲
の
読
者
を
有
す
る
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
、
世
論
の
敵

意
が
向
か
っ
て
い
る
の
が
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
あ
る
間
は
、
特
に
ド
イ
ツ
を
敵
視
し
て
外
務
省
と
の
間
に
摩

擦
を
生
じ
さ
せ
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
は
政
府
の
外
交
政
策
を
直
接
批
判
す
る

こ
と
に
慎
重
で
あ
っ
た
。
五
月
十
九
日
に
は
、
深
刻
化
す
る
露
仏
対
立
に
お
い
て
ロ
シ
ア
は
局
外
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
匿
名
の

「
編
集
者
へ
の
手
紙
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
ロ
シ
ア
は
独
仏
と
良
好
な
関
係
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
り
、
両
国
の
間
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る

べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
現
在
の
国
益
が
将
来
も
ず
っ
と
国
益
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
現
状
で
は
ロ
シ
ア
は
ド
イ
ツ
と
近
い
関
係
に
あ

る
と
し
て
も
、
将
来
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
が
緊
密
に
な
る
可
能
性
も
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、『
モ
ス
ク
ワ
報
知
』
と
同
様
、
八
六
年
の
夏
に
な
る
と
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
に
も
次
第
に
親
仏
的
な
論
調
が
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現
れ
て
く
る
。
七
月
十
七
日
の
論
文
で
は
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
危
機
に
お
い
て
ド
イ
ツ
が
ロ
シ
ア
に
対
し
好
意
的
な
態
度
を
と
ら
ず
、
む
し

ろ
イ
ギ
リ
ス
と
手
を
結
ぶ
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
は
、
従
来
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
の
後
に
付
き
従
う
態
度
を

変
更
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
は
、
ド
イ
ツ
と
の
関
係
改
善
の
可
能
性

を
否
定
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
も
の
の
、
独
墺
は
自
分
た
ち
の
利
益
の
た
め
に
ロ
シ
ア
を
利
用
し
て
い
る
と
し
て
、
両
国

か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
を
勧
め
た
。
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
自
身
も
日
記
に
ギ
ー
ル
ス
に
対
す
る
軽
侮
の
言
葉
を
書
き
つ
け
て
い
る
。
年
が
変

わ
る
と
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
の
態
度
は
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
支
配
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
と
の

論
調
が
現
れ
、
独
仏
の
紛
争
に
お
い
て
ロ
シ
ア
は
、
中
立
で
あ
る
に
し
て
も
ド
イ
ツ
よ
り
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
好
意
的
な
立
場
を
と
る

で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
『
モ
ス
ク
ワ
報
知
』
と
歩
調
を
合
わ
せ
、
ギ
ー
ル
ス
に
対
す
る
批
判
を
強
め
て
い
っ
た
。

　

も
と
も
と
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
対
し
て
あ
ま
り
信
を
置
い
て
い
な
か
っ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
も
、
一
八

八
七
年
の
初
め
に
は
三
帝
同
盟
を
更
新
し
な
い
と
い
う
意
思
を
固
め
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
姿
勢
も
積
極
化
し
た
。
三
月
八
日
、

カ
ト
コ
ー
フ
は
そ
れ
ま
で
公
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
三
帝
同
盟
の
存
在
を
明
か
す
と
い
う
挙
に
出
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
は
外
交

方
針
へ
の
行
き
過
ぎ
た
容
喙
に
怒
り
、『
モ
ス
ク
ワ
報
知
』
に
発
行
停
止
の
処
分
を
下
し
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
は
フ
ラ
ン
ス
が
ロ
シ

ア
と
の
提
携
に
何
を
期
待
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
よ
く
理
解
し
て
お
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
対
す
る
不
信
の
念
を
強
め

な
が
ら
も
ド
イ
ツ
と
の
絶
縁
に
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
。
六
月
に
は
ド
イ
ツ
と
の
間
に
再
保
障
条
約
が
結
ば
れ
、
カ
ト
コ
ー
フ
が
排
除
し

よ
う
と
し
た
ギ
ー
ル
ス
は
結
局
最
後
ま
で
外
相
の
地
位
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
七
月
に
は
失
寵
に
よ
っ
て
傷
つ
い
た
カ
ト
コ
ー
フ

が
世
を
去
っ
た
。
カ
ト
コ
ー
フ
の
死
後
、
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
の
外
交
へ
の
影
響
力
は
相
対
的
に
強
ま
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
独
露
の
懸
隔
拡
大
に
向
か
う
流
れ
が
止
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
八
八
八
年
六
月
、
ド
イ
ツ
で
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
が

即
位
し
、
対
露
強
硬
派
の
ヴ
ァ
ル
ダ
ー
ゼ
ー
が
参
謀
総
長
に
任
じ
ら
れ
る
と
、
両
国
の
関
係
改
善
は
さ
ら
に
困
難
に
な
り
、
逆
に
露
仏
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接
近
の
気
運
が
高
ま
っ
た
。
翌
八
九
年
八
月
十
四
日
の
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
に
は
、
今
や
フ
ラ
ン
ス
人
を
友
と
呼
ぶ
こ
と

が
で
き
、
共
通
の
利
益
は
紙
の
条
約
よ
り
重
要
で
あ
る
と
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
。
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
一
八
八
九
年
九
月
か
ら
『
ノ
ー

ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
に
「
小
さ
な
手
紙
」
と
題
す
る
コ
ラ
ム
を
書
き
始
め
、
そ
こ
で
自
身
の
意
見
を
比
較
的
直
截
に
語
っ
て
い
た

が
、
彼
は
九
月
二
十
日
の
こ
の
欄
で
、
フ
ラ
ン
ス
文
明
は
最
も
血
生
臭
く
無
神
論
的
な
革
命
的
諸
原
理
の
産
物
で
あ
る
と
す
る
メ
シ
チ

ェ
ル
ス
キ
ー
の
言
葉
に
異
を
唱
え
、
フ
ラ
ン
ス
が
君
主
主
義
の
長
い
歴
史
を
持
つ
こ
と
を
説
い
た
。「
最
も
血
生
臭
く
無
神
論
的
な
革

命
的
諸
原
理
」
は
恐
怖
政
治
の
時
代
に
一
時
的
に
現
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
後
フ
ラ
ン
ス
は
ほ
と
ん
ど
常
に
学
芸
の
あ
ら
ゆ
る

分
野
で
目
覚
ま
し
い
成
果
を
挙
げ
て
き
た
。
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
革
命
的
諸
原
理
の
復
活
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
第
三
共
和
政
は
そ

れ
を
鎮
め
、
君
主
主
義
的
な
色
彩
の
強
い
憲
法
を
導
入
し
た
。
屋
外
で
の
集
会
を
許
可
す
る
な
ど
、
イ
ギ
リ
ス
が
フ
ラ
ン
ス
よ
り
広
範

な
政
治
的
自
由
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
君
主
制
か
共
和
制
か
と
い
う
違
い
は
決
定
的
な
も
の
と
は

考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

ド
イ
ツ
に
関
し
て
は
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
各
地
の
歴
訪
を
予
定
し
て
い
る
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の
積
極
性
に
注
目
す
る
。
そ
こ
に
は

明
確
な
目
的
と
将
来
に
向
け
て
の
計
算
が
あ
る
と
し
て
、
彼
は
新
帝
の
野
心
に
対
す
る
警
戒
を
説
い
た
。
三
国
同
盟
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア

＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
イ
タ
リ
ア
を
ド
イ
ツ
の
従
属
国
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
広
げ
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連

邦
」
を
作
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
皇
帝
」
の
下
に
統
合
し
よ
う
と
い
う
夢
が
あ
る
。
そ
の
実
現
は
困
難
で
あ
る
と
し

て
も
、
そ
の
よ
う
な
構
想
の
存
在
を
意
識
さ
せ
る
だ
け
で
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
は
十
分
意
味
が
あ
る
。
ロ
シ
ア
は
事
態
を
注
視
し
、
独
立

の
立
場
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
こ
れ
が
思
い
過
ご
し
で
あ
る
と
言
う
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
外

遊
は
若
い
皇
帝
の
お
披
露
目
に
す
ぎ
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
は
ド
イ
ツ
を
憎
ん
で
お
り
、
ド
イ
ツ
と
の
同
盟
に
進
む
と
し
て
も
必

要
に
迫
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
が
無
謀
な
こ
と
を
す
る
は
ず
は
な
い
と
さ
れ
た
。
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
に
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と
っ
て
こ
れ
は
楽
観
的
過
ぎ
る
見
方
で
あ
っ
た
。
各
国
が
相
互
に
警
戒
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
に
目
を
向
け
る
べ
き
こ
と
を
説
く

ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
訪
問
を
ス
ル
タ
ン
へ
の
単
な
る
挨
拶
と
考
え
る
わ
け
に
は
い

か
な
か
っ
た
。

　

一
八
九
〇
年
三
月
、
ビ
ス
マ
ル
ク
が
外
交
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
す
と
、
ロ
シ
ア
で
は
ド
イ
ツ
に
対
す
る
警
戒
が
い
っ
そ
う
強
ま
る

こ
と
に
な
る
。
翌
年
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
提
携
が
合
意
さ
れ
る
と
、
カ
ト
コ
ー
フ
の
協
力
者
で
あ
っ
た
С
・
С
・
タ
チ
ー
シ
チ
ェ
フ
は

『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
に
寄
せ
た
論
文
で
こ
れ
を
政
治
的
同
盟
と
み
な
し
、
称
賛
し
た
。
こ
の
と
き
ま
で
に
『
ノ
ー
ヴ
ォ

エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
は
既
に
反
独
的
姿
勢
を
鮮
明
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
こ
れ
に
反
対
し
、
合
意
は
単
に
相

互
の
好
意
を
表
明
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
。
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
と
の
同
盟
は
、
長
年
に
わ
た
る
ド
イ
ツ

と
の
良
好
な
関
係
を
破
壊
し
、
ロ
シ
ア
人
の
血
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
を
守
る
愚
か
な
企
て
で
あ
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
ド
イ
ツ
と
の
政
治
的
同
盟
を
求
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
統
一
後
急
速
に
軍
備
増
強
を
進
め
る
ド

イ
ツ
に
対
し
て
、
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
も
幻
想
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
国
際
政
治
に
お
い
て
は
恒
久
的
な
敵
も
味
方
も
な
く
、
あ

る
の
は
恒
久
的
な
利
益
の
み
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
同
盟
は
必
ず
戦
争
に
道
を
開
く
。
た
と
え
ド
イ
ツ
と
で
あ
ろ
う
と
同
盟
は
無
益
で
あ

る
。
ロ
シ
ア
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
唯
一
、
自
分
の
力
だ
け
で
強
国
と
し
て
や
っ
て
い
け
る
国
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
倣
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

国
際
政
治
へ
の
参
加
を
極
小
化
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

四　

ユ
ダ
ヤ
人
問
題

　

ド
イ
ツ
と
の
経
済
摩
擦
に
よ
っ
て
、
ロ
シ
ア
は
公
債
の
引
き
受
け
先
を
ド
イ
ツ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
の

際
、
大
き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
が
ロ
チ
ル
ド
家
な
ど
の
ユ
ダ
ヤ
系
銀
行
資
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
ロ
シ
ア
社
会
の
中
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の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
と
も
微
妙
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ユ
ダ
ヤ
人
を
嫌
う
感
情
は
ロ
シ
ア
社
会
の
中
に
広
く
見
ら
れ
た
。
保
守
派
の
中
に
は
特
に
そ
れ
が
強
か
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
強
欲
な

搾
取
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ロ
シ
ア
の
伝
統
的
生
活
様
式
の
変
質
を
も
た
ら
す
外
来
者
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
保
守
派
と
さ
れ
る
人
々
が
す
べ
て
そ
の
よ
う
な
見
方
を
前
面
に
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
カ
ト
コ
ー
フ
に

は
い
わ
ゆ
る
情
緒
的
な
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
希
薄
で
あ
り
、
こ
の
点
で
彼
の
立
場
は
ア
ク
サ
ー
コ
フ
を
は
じ
め
と
す
る
ス
ラ
ヴ
派
の
人
々

と
は
異
な
っ
て
い
た
。
カ
ト
コ
ー
フ
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
ロ
シ
ア
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
と

し
て
、
彼
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
差
別
す
る
法
律
の
廃
止
を
求
め
た
。
ロ
シ
ア
帝
国
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
隔
離
す
る
こ
と
で
そ
の
文
化
的

影
響
の
拡
散
を
防
ぐ
と
い
う
発
想
は
、
カ
ト
コ
ー
フ
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
ユ
ダ
ヤ
人
の
小
世
界
を
打
ち
壊
す
べ
き
で
あ

っ
た
。

　

カ
ト
コ
ー
フ
は
、
ロ
シ
ア
化
の
た
め
に
は
ロ
シ
ア
語
の
習
得
が
不
可
欠
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
シ
ア
語
を
十
分
に
操
れ
な
い

ユ
ダ
ヤ
人
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
重
く
見
た
。
そ
の
原
因
は
ロ
シ
ア
人
社
会
か
ら
の
制
度
的
な
隔
離
に
あ
る
。
何
よ
り
も
居
住
制
限
を

や
め
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
居
住
地
を
帝
国
全
土
に
広
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
居
住
制
限
の
緩
和
を
、
高
等
教
育
を
受
け
た
者
に
限
定
す
る
必
要

は
な
い
。
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
特
別
な
教
育
機
関
で
学
ば
せ
る
こ
と
は
、
隔
離
を
助
長
し
、
旧
態
依
然
た
る
ユ
ダ
ヤ
教
的
伝
統
を
温
存

す
る
が
ゆ
え
に
有
害
で
し
か
な
い
。
共
通
の
世
俗
的
教
育
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
的
精
神
を
植
え
付
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
カ
ト
コ
ー
フ
は

高
等
教
育
を
受
け
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
増
加
を
脅
威
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
閉
鎖
性
を
壊
し
、
ロ
シ
ア
化
を
促

進
し
て
い
く
は
ず
で
あ
っ
た
。

　

同
じ
国
家
の
枠
の
中
で
ロ
シ
ア
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
が
共
生
す
る
こ
と
は
歴
史
的
に
不
可
避
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
ロ
シ
ア
帝
国
の
良
き

臣
民
と
し
て
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
ト
コ
ー
フ
の
姿
勢
は
、
彼
の
時
代
に
は
同
化
が
な
お
主
知
主
義
的
に
理
解
さ
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れ
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
制
度
的
な
条
件
も
重
要
で
あ
る
。
一
八
八
〇
年
代
ま
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
政
治
的
・
社
会
的
に
不

利
な
扱
い
を
免
れ
る
た
め
に
は
正
教
に
改
宗
す
れ
ば
よ
く
、
形
式
的
な
改
宗
は
直
ち
に
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
脅
か
す
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
八
九
〇
年
代
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
異
教
徒
と
い
う
以
上
に
特
別
な
民
族
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
正
教
に
改
宗
し
て
も
そ
の
扱
い
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
ユ
ダ
ヤ
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
理
解
も
変

化
し
て
い
く
。
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
よ
り
本
質
主
義
的
な
形
を
と
る
よ
う
に
な
る
。

　

メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
敵
意
は
カ
ト
コ
ー
フ
よ
り
も
強
い
。
ま
た
、
彼
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
は
政
治
的
な
性
格

が
強
く
表
れ
て
い
た
。
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
、
自
由
主
義
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
社
会
主
義
と
い
っ
た
西
欧
の
有
害
な
観
念
を
ロ
シ
ア
に

持
ち
込
む
存
在
と
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
中
で
も
特
に
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
を
警
戒
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
は
ロ
シ

ア
の
専
制
と
教
会
の
敵
で
あ
る
。
革
命
と
共
和
主
義
の
祖
国
た
る
フ
ラ
ン
ス
と
同
様
、
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
そ
の
中
に
ロ
シ
ア
に
と

っ
て
の
政
治
的
脅
威
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ト
コ
ー
フ
と
は
異
な
り
、
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
に
と
っ
て
、
高
等
教
育

機
関
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
比
重
増
大
は
憂
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
。
才
能
に
恵
ま
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
創
造
的
な
分
野
で
ロ
シ
ア
人

に
と
っ
て
代
わ
る
の
に
伴
っ
て
愛
国
的
な
思
想
や
原
理
が
衰
退
し
、
代
わ
っ
て
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
や
無
神
論
が
蔓
延
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
ギ
ム
ナ
ジ
ア
や
大
学
に
入
れ
な
い
よ
う
に
し
、
他
の
分
野
に
活
動
の
場
を
求
め
さ
せ
る
べ
き
で

あ
る
と
さ
れ
た
。

　

た
だ
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
影
響
力
拡
大
と
戦
う
上
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
隔
離
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
は
、
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
も
考
え

て
は
い
な
か
っ
た
。
同
化
を
進
め
る
た
め
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
共
同
体
を
廃
止
し
、
子
弟
の
教
育
も
ロ
シ
ア
人
と
共
通
の
学
校
で
行
わ
せ
る

べ
き
で
あ
る
。
居
住
制
限
も
有
効
な
手
段
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
点
で
は
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
と
カ
ト
コ
ー
フ
の
間
に
大
き
な
違

い
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
言
説
は
、
カ
ト
コ
ー
フ
や
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
の
よ
う
に
明
確
な
政
治
的
信
条
に
基
づ
く
も
の

と
い
う
よ
り
は
、
民
族
的
偏
見
の
直
截
な
表
明
で
あ
っ
た
。
一
八
八
三
年
、
彼
は
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
が

ロ
シ
ア
か
ら
い
な
く
な
れ
ば
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
幸
い
だ
と
ま
で
言
っ
て
い
た
。
一
八
九
〇
年
代
に
入
り
、
ロ
シ
ア
と
経
済
的
に
対
立
し

た
ド
イ
ツ
の
金
融
資
本
の
代
わ
り
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
・
ロ
チ
ル
ド
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
銀
行
家
に
ロ
シ
ア
公
債
を

買
っ
て
も
ら
う
必
要
が
生
じ
た
と
き
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
金
だ
け
を
基
準
に
物
を
考
え
る
ロ
チ
ル
ド
の
利
己
主
義
は
ロ
シ
ア
の
国
益
と

は
両
立
し
な
い
と
説
き
、
ユ
ダ
ヤ
人
銀
行
家
へ
の
過
度
の
依
存
に
反
対
し
た
。
さ
ら
に
一
八
九
五
年
二
月
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
、
公
債

借
り
換
え
を
仲
介
し
て
巨
利
を
得
た
と
し
て
、
カ
ト
コ
ー
フ
と
近
く
、
露
仏
接
近
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
シ
オ
ン
に
対
し
て
辛
辣

な
攻
撃
を
加
え
た
。
そ
の
際
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
口
を
極
め
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
狡
猾
さ
や
拝
金
主
義
を
罵
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
働
く
一
般
庶

民
を
視
野
に
入
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
彼
は
自
分
が
平
民
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
国
論
を
二
分
し
た
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
に
お
い
て
、
本
当
の
情
報
漏
洩
者
と
し
て
エ
ス
テ
ル
ア
ジ
が
告
発
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
と
き
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
真
相
の
究
明
以
上
に
、
ド
レ
フ
ュ
ス
を
支
援
す
る
勢
力
を
貶
め
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
り
、
騒
ぎ
が
大
き

く
な
る
こ
と
で
得
を
す
る
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
混
乱
を
煽
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
と
説
い
た
。
一
八
九
八
年
一
月
、
エ
ス
テ
ル
ア
ジ

が
軍
法
会
議
で
無
罪
に
な
る
と
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
、
ド
イ
ツ
へ
の
情
報
提
供
の
か
ど
で
有
罪
と
な
っ
た
ド
レ
フ
ュ
ス
を
支
援
す
る
た

め
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
い
か
に
そ
の
巨
大
な
財
力
を
行
使
し
て
い
る
か
を
論
じ
、
か
つ
て
ジ
ャ
ン
・
カ
ラ
ス
の
冤
罪
を
晴
ら
す
た
め
に
尽
力

し
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
比
較
し
つ
つ
、
こ
の
件
で
軍
の
不
正
を
告
発
し
た
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ

に
よ
っ
て
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
よ
う
な
良
心
的
知
識
人
が
彼
の
も
と
を
去
っ
た
が
、
読
者
の
支
持
は
失
わ
な
か
っ
た
。
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
の
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
的
言
辞
は
読
者
の
心
を
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
〇
五
年
革
命
の
の
ち
、
政
治
情
勢
が
激
変
し
、
ポ
グ
ロ
ム
が
頻
発
す
る
な
か
で
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
も
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
。
こ
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の
動
き
を
推
し
進
め
た
の
が
、
黒
百
人
組
に
代
表
さ
れ
る
、
新
た
に
登
場
し
た
急
進
的
な
保
守
勢
力
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
専
制
と
正
教

の
護
持
を
絶
対
視
し
、
十
月
詔
書
を
拒
絶
し
た
。
十
月
詔
書
へ
の
反
撥
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
政
治
的
危
険
性
へ
の
警
戒
と
結
び
つ
く
。
ユ
ダ

ヤ
人
組
織
は
体
制
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
る
と
い
う
共
通
認
識
が
で
き
、
ニ
コ
ラ
イ
二
世
も
そ
れ
に
囚
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
黒
百

人
組
は
、
一
般
庶
民
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
偏
見
も
よ
く
理
解
し
て
い
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
は
諸
悪
の
根
源
で

あ
り
、
専
制
を
脅
か
す
革
命
家
の
供
給
源
で
あ
る
と
と
も
に
民
衆
を
搾
取
す
る
資
本
家
の
供
給
源
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
見
方
を

共
有
す
る
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
も
黒
百
人
組
を
支
持
し
て
い
た
。

　

こ
の
黒
百
人
組
に
よ
っ
て
目
の
敵
に
さ
れ
た
の
が
ヴ
ィ
ッ
テ
で
あ
る
。
革
命
後
、
ヴ
ィ
ッ
テ
は
ニ
コ
ラ
イ
に
十
月
詔
書
を
出
さ
せ
て

政
治
体
制
の
変
容
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
も
彼
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
寛
容
で
あ
っ
た
（
彼
の
妻
マ
チ
ル
ダ
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
）。

ヴ
ィ
ッ
テ
に
と
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
革
命
運
動
へ
の
参
加
は
経
済
的
困
難
や
行
政
機
関
の
い
や
が
ら
せ
、
法
的
差
別
に
よ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
彼
ら
の
生
活
条
件
を
改
善
し
、
ゆ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
同
化
・
平
等
化
を
実
現
す
る
の
が
よ
い
。
迫
害
は
ロ
シ
ア
の
国
際

的
イ
メ
ー
ジ
を
悪
く
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
資
本
家
の
投
資
を
妨
げ
る
が
ゆ
え
に
、
ロ
シ
ア
の
経
済
発
展
に
有
害
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ

う
な
ヴ
ィ
ッ
テ
の
姿
勢
は
、
黒
百
人
組
に
は
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

黒
百
人
組
の
代
弁
者
と
も
い
う
べ
き
論
客
が
В
・
А
・
グ
リ
ー
ン
グ
ム
ト
で
あ
る
。
カ
ト
コ
ー
フ
の
後
を
継
い
で
『
モ
ス
ク
ワ
報

知
』
紙
を
編
集
し
て
い
た
グ
リ
ー
ン
グ
ム
ト
は
、
一
九
〇
七
年
に
出
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
、
一
九
〇
五
年
革
命
後
の
危
険
な
政
治
情

勢
を
作
り
出
し
た
首
謀
者
と
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
激
し
く
攻
撃
し
た
。
グ
リ
ー
ン
グ
ム
ト
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
の
革
命
を
主
導
し
て
い

る
の
は
理
想
主
義
的
な
ロ
シ
ア
人
で
は
な
く
実
利
的
で
計
算
高
い
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
無
知
で
軽
率
な
ロ
シ
ア
人
を
操

っ
て
革
命
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
革
命
に
対
す
る
唯
一
の
防
波
堤
で
あ
っ
た
プ
レ
ー
ヴ
ェ
の
死
後
に
起
こ
っ
た
一
九
〇
五
年
の
出
来
事

は
、
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
大
い
な
る
災
禍
で
あ
っ
た
。
シ
ー
ポ
フ
や
ペ
ト
ル
ン
ケ
ー
ヴ
ィ
チ
、
ロ
ジ
コ
フ
ら
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
自
由
主
義
者
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が
革
命
の
成
果
を
喜
び
、
空
疎
な
言
辞
を
弄
ん
で
い
る
間
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
ロ
シ
ア
全
体
を
思
い
の
ま
ま
に
動
か
す
準
備
を
し
て
い
る
。

グ
リ
ー
ン
グ
ム
ト
に
と
っ
て
、
革
命
に
よ
っ
て
再
び
政
治
の
表
舞
台
に
登
場
し
、
自
由
主
義
的
改
革
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
政
治
活
動

に
道
を
開
い
た
ヴ
ィ
ッ
テ
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
手
先
で
あ
り
許
し
が
た
い
存
在
で
あ
っ
た
。

　

従
来
、
保
守
的
言
論
人
は
概
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
警
戒
心
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
観
に
は
少
な
か
ら
ぬ
差

異
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
差
異
は
時
と
と
も
に
薄
れ
て
い
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
政
治
的
危
険
性
を
重
視
す
る
知
識
人
の
見
方
と
、

大
衆
の
中
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
偏
見
と
が
融
合
し
増
幅
し
合
っ
て
、
帝
政
末
期
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
言
論
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
。

五　

お
わ
り
に

　

一
八
八
七
年
八
月
の
カ
ト
コ
ー
フ
の
死
は
、
一
八
八
〇
年
代
ま
で
ロ
シ
ア
に
存
在
し
て
い
た
、
安
定
し
た
形
状
を
も
つ
国
家
と
宗
教

が
変
容
し
始
め
る
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
い
た
。
そ
れ
以
後
、
カ
ト
コ
ー
フ
に
代
わ
っ
て
保
守
的
言
論
を
主
導
す
る
メ
シ
チ
ェ
ル
ス

キ
ー
と
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
が
と
っ
た
方
向
性
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
最
も
顕
著
な
違
い
は
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
現
れ
た
。
メ
シ
チ
ェ
ル

ス
キ
ー
に
と
っ
て
範
と
す
べ
き
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
時
代
で
あ
っ
た
。
何
よ
り
平
和
を
重
視
し
、
他
国
に
干
渉
し
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
も
と
よ
り
彼
は
絶
対
的
平
和
主
義
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
。
国
家
が
あ
る
限
り
戦
争
は
つ
き
も
の
で
あ
り
、
非
武
装
は
単
な
る

理
想
論
で
し
か
な
い
。
ド
イ
ツ
と
の
間
に
関
税
戦
争
が
起
こ
っ
た
と
き
、
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
に
対
し
て
、

実
際
の
戦
争
を
恐
れ
て
国
益
に
反
す
る
譲
歩
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
状
況
下
で
専
制
と
い
う
伝
統
的

な
統
治
形
態
を
守
る
に
は
軍
事
衝
突
の
回
避
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
態
度
は
舞
台
が
極
東
に
移
っ
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
メ
シ
チ

ェ
ル
ス
キ
ー
は
ニ
コ
ラ
イ
二
世
に
対
し
て
極
東
の
放
棄
を
助
言
し
た
。
た
と
え
日
露
戦
争
に
勝
利
し
て
も
列
強
の
干
渉
を
招
く
こ
と
に

な
り
、
新
た
な
戦
争
は
避
け
が
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
戦
争
の
回
避
を
説
き
、
開
戦
後
は
旅
順
陥
落
の
前
か
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ら
講
和
を
求
め
て
ニ
コ
ラ
イ
の
不
興
を
買
っ
た
。

　

ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
露
土
戦
争
時
の
従
軍
記
事
で
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
を
躍
進
さ
せ
た
ス
ヴ
ォ
ー

リ
ン
は
、
も
と
も
と
西
ア
ジ
ア
や
バ
ル
カ
ン
半
島
へ
の
関
心
が
強
く
、
ロ
シ
ア
の
極
東
進
出
を
積
極
的
に
支
持
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
露
戦
争
が
始
ま
る
と
彼
は
戦
争
の
意
義
を
認
め
、
そ
の
継
続
を
支
持
し
た
。
一
般
民
衆
が
戦
争
の
負
担
に

苦
し
ん
で
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
は
い
た
も
の
の
、
ま
た
相
次
ぐ
敗
北
の
報
に
接
し
つ
つ
も
、
勝
利
に
至
る
ま
で
戦
争
完
遂
を
求
め
る

論
調
そ
の
も
の
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
立
場
か
ら
彼
は
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
の
早
期
講
和
論
を
批
判
し
、『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ

レ
ー
ミ
ャ
』
は
サ
ハ
リ
ン
南
部
を
日
本
に
譲
っ
た
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
の
締
結
に
不
満
を
唱
え
た
。

　

こ
う
し
た
態
度
の
違
い
は
第
一
次
世
界
大
戦
前
夜
ま
で
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
一
九
〇
八
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー

が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
を
併
合
し
、
セ
ル
ビ
ア
と
の
関
係
を
緊
張
さ
せ
た
と
き
も
、
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
干
渉
回
避
を

望
ん
だ
。
併
合
は
と
り
た
て
て
騒
ぐ
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
く
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
事
を
構
え
て
ま
で
セ
ル
ビ
ア
の
味
方

を
す
る
の
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
世
論
の
流
れ
が
次
第
に
反
独
へ
と
傾
い
て
い
く
な
か
で
、
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
ド
イ
ツ
と
の

関
係
悪
化
を
危
惧
し
、
危
機
の
原
因
を
ロ
シ
ア
が
英
仏
と
接
近
し
た
こ
と
に
求
め
た
。
こ
の
点
で
は
黒
百
人
組
も
メ
シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー

に
近
い
。
外
国
に
対
す
る
猜
疑
心
が
強
く
、
対
外
関
係
に
お
い
て
は
基
本
的
に
孤
立
主
義
の
立
場
に
立
つ
黒
百
人
組
は
、
軍
事
予
算
、

特
に
海
軍
予
算
の
削
減
を
支
持
し
て
い
た
。

　
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
の
立
ち
位
置
は
異
な
っ
て
い
た
。
も
と
も
と
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
に
は
、
他
の
保
守
的
メ
デ
ィ
ア
の
よ

う
な
固
い
伝
統
的
価
値
へ
の
こ
だ
わ
り
が
な
く
、
そ
の
分
自
由
に
英
仏
と
の
接
近
に
向
か
う
世
論
の
流
れ
に
従
う
こ
と
が
で
き
た
。
ま

た
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
の
論
調
は
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
の
思
想
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン

自
身
が
そ
の
よ
う
な
紙
面
の
あ
り
方
を
容
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
同
紙
の
柔
軟
な
動
き
を
可
能
に
し
た
。
一
九
一
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一
年
九
月
に
株
式
会
社
化
し
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
が
編
集
か
ら
手
を
引
い
た
『
ノ
ー
ヴ
ォ
エ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ャ
』
は
、
積
極
的
な
対
外
政
策

支
持
へ
と
円
滑
に
移
行
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
新
聞
は
最
後
ま
で
読
者
の
支
持
を
獲
得
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
メ

シ
チ
ェ
ル
ス
キ
ー
の
『
市
民
』
が
時
代
か
ら
取
り
残
さ
れ
、
読
者
を
失
っ
て
い
っ
た
の
と
対
照
的
で
あ
っ
た
。

　

保
守
的
メ
デ
ィ
ア
の
言
論
に
お
い
て
は
ロ
シ
ア
と
い
う
国
家
の
形
と
威
信
を
守
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
命
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
時

代
と
と
も
に
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
的
・
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
傾
向
を
持
つ
世
論
の
比
重
が
高
ま
り
、
保
守
的
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
も
こ
れ
へ
の
配

慮
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
き
に
は
ツ
ァ
ー
リ
自
身
が
世
論
に
同
調
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
保
守
的
言
論
人
は
、
し
ば
し
ば

矛
盾
を
孕
む
二
つ
の
要
請
の
間
で
立
場
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
カ
ト
コ
ー
フ
、
メ
シ
チ
ェ
ル
ス

キ
ー
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
の
三
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た
仕
方
で
こ
の
問
題
に
対
応
し
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
思
考
と
行
動
の
様
式

は
、
ロ
シ
ア
保
守
主
義
の
持
つ
異
な
っ
た
傾
向
を
代
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
の
保
守
派
を
一
括
し
て
リ
ベ
ラ
ル
に
対
置
す
る
だ
け
で
は
、
そ
の
政
治
的
・
歴
史
的
な
意

味
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
多
様
性
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
の
言
論
と
ど
の
よ
う
に
交

錯
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
、
精
密
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
交
錯
の
過
程
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
と
き
、
本
稿
で
取

り
上
げ
た
論
点
の
意
味
も
よ
り
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

Христ
оф

оров И
. А.  

“Аристократическая

” оппозиция  В
еликим  реформам . М

., 2002. С
. 259-260. 

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
、
一
九
九
九
年
）
一
九
九
─
二
〇
〇
頁
お
よ
び
同
『
模
索
す
る
ロ
シ
ア
帝
国

─
─
大
い
な
る
非
西
欧
国
家
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一
九
世
紀
末
』（
大
阪
大
学
出
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〇
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九
年
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─
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も
参
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メ
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チ
ェ
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286, 288.

Там  ж
е . С

. 260-261.

こ
の
三
人
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
竹
中
『
模
索
す
る
ロ
シ
ア
帝
国
』
四
一
─
四
三
頁
を
参
照
。

十
九
世
紀
中
葉
ま
で
の
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
に
つ
い
て
は
、M

ichael B
oro Petrovich, The Em

ergence of Russian Panslavism
, 1856 -1870 

(N
ew

 York, N
ew

 York, 1956), ch. 1

を
参
照
。

Ibid., p. 268.

Ibid., pp. 269-271. 

日
本
に
お
け
る
ダ
ニ
レ
ー
フ
ス
キ
ー
に
つ
い
て
の
先
駆
的
紹
介
と
し
て
、
鳥
山
成
人
『
ロ
シ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
─
ス

ラ
ヴ
主
義
と
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
』（
白
日
書
院
、
一
九
四
九
年
）
が
あ
る
。
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оф
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Ф
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