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一
八
世
紀
ロ
シ
ア
に
お
け
る
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
研
究
の
現
状

　
　
　
　

─
一
七
三
〇
年
政
変
を
題
材
に
─

鈴　

木　
　

佑　

梨

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
︑
一
七
三
〇
年
政
変
を
巡
る
既
存
研
究
の
史
学
史
的
整
理
を
試
み
る
こ
と
に
あ
る
︒
こ
こ
で
は
ま
ず
政
変
の
時
代
背
景
を
簡

単
に
俯
瞰
し
︑
そ
の
上
で
本
稿
の
目
的
と
構
成
に
つ
い
て
改
め
て
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
と
す
る
︒

　

一
八
世
紀
の
ロ
シ
ア
は
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
（
一
六
七
二
︲
一
七
二
五
︑
在
位
一
六
八
二
︲
一
七
二
五
）
と
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
二
世
（
一
七
二

九
︲
九
六
︑
在
位
一
七
六
二
︲
九
六
）
と
い
う
二
人
の
皇
帝
の
強
力
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
も
と
で
︑
行
政
︑
軍
隊
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な

改
革
を
実
行
し
︑
西
欧
世
界
へ
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
時
代
で
あ
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
こ
の
時
代
は
一
七
二
五
年
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
の
死

後
︑
一
七
六
二
年
の
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
二
世
の
即
位
ま
で
の
間
に
六
人
の
皇
帝
が
現
れ
︑
大
抵
の
場
合
そ
の
即
位
に
際
し
て
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー

と
い
う
過
程
を
経
て
い
た
た
め
に
﹁
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
の
時
代
﹂
と
も
称
さ
れ
る
︒
皇
帝
と
し
て
の
資
質
を
著
し
く
欠
く
と
み
な
さ
れ
て
い
る

女
性
や
幼
児
が
相
次
い
で
帝
位
に
就
い
た
こ
と
か
ら
︑
こ
の
時
代
に
対
し
て
は
長
い
間
︑
否
定
的
な
評
価
が
下
さ
れ
て
き
た
︒
た
と
え
ば
︑
一

九
世
紀
の
歴
史
家
ク
リ
ュ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
は
﹁
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
の
時
代
﹂
と
い
う
用
語
を
初
め
て
使
用
し
た
と
さ
れ
る
が
︑
こ
の
時
代
を
語
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る
に
際
し
て
︑﹁
我
々
が
こ
れ
か
ら
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
現
象
は
︑
最
悪
の
危
惧
を
乗
り
越
え
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し

諸
事
件
の
進
行
を
先
取
り
し
て
︑
そ
れ
等
が
自
ら
を
裁
く
前
に
そ
れ
等
に
た
い
し
て
判
決
を
下
さ
な
い
こ
と
を
し
よ
う
︒﹂
と
い
う
文
言
を
用

い
て
い
る
（
１
）︒

ま
た
彼
は
ピ
ョ
ー
ト
ル
以
後
の
皇
帝
た
ち
に
つ
い
て
﹁
彼
等
は
ピ
ョ
ー
ト
ル
の
改
革
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
︑
そ
れ
を
継
続
す
べ
き

か
︑
そ
れ
と
も
廃
止
す
べ
き
か
と
い
う
全
体
的
問
題
を
自
ら
に
課
さ
な
か
っ
た
︒
改
革
を
否
定
す
る
の
で
も
な
か
っ
た
彼
等
は
︑
改
革
全
体
を

完
成
に
も
っ
て
ゆ
く
力
も
な
く
︑
自
分
の
当
面
す
る
必
要
と
偶
然
的
な
考
量
の
ま
ま
に
︑
単
に
部
分
的
に
改
革
に
変
更
を
加
え
た
が
︑
し
か
し

同
時
に
自
分
の
無
能
力
ま
た
は
不
注
意
に
よ
っ
て
改
革
の
根
幹
部
分
を
損
壊
し
て
い
っ
た
︒﹂
と
も
評
し
て
い
る
（
２
）︒

こ
の
時
代
に
対
す
る
上
記

の
よ
う
な
否
定
的
な
評
価
は
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
く
︑
こ
れ
ら
の
皇
帝
が
寵
臣
の
専
横
を
許
し
た
り
︑
奇
抜
な
行
動
を
取
っ
た
り
し
た
と

い
う
事
実
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
（
３
）︒

　

こ
の
時
代
を
考
え
る
に
際
し
て
︑
鍵
と
な
る
現
象
が
前
述
の
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
る
︒
ク
ー
デ
タ
ー
と
は
﹁
支
配
階
級
の
一
部
が
現
政
権

に
対
し
て
︑
自
己
の
権
力
な
い
し
政
権
を
掌
握
す
る
た
め
に
行
う
非
合
法
的
・
実
力
的
な
奇
襲
﹂
で
あ
る
（
４
）︒

一
八
世
紀
ロ
シ
ア
に
お
い
て
発
生

し
た
ク
ー
デ
タ
ー
は
︑
宮
廷
と
い
う
非
常
に
限
定
さ
れ
た
空
間
に
お
い
て
次
期
皇
帝
︑
貴
族
や
一
部
の
聖
職
者
な
ど
の
限
ら
れ
た
階
級
の
み
が

か
か
わ
っ
た
と
い
う
特
徴
を
持
つ
た
め
︑﹁
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
﹂
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
︒
ク
ー
デ
タ
ー
は
た
と
え
実
際
に
血

を
流
す
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
無
秩
序
で
暴
力
的
な
現
象
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
わ
ず
か
三
七
年
間
に
こ
れ
ほ
ど
頻

発
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
︑
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
が
ロ
シ
ア
に
お
い
て
い
わ
ば
一
種
の
﹁
政
治
装
置
﹂
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
（
５
）︒

　

一
八
世
紀
に
お
け
る
五
回
の
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
の
中
で
も
︑
一
七
三
〇
年
政
変
は
武
力
に
よ
る
帝
位
の
交
代
を
含
ま
ず
︑
専
制（６
）の
続
い
て
い

た
ロ
シ
ア
が
立
憲
君
主
制
に
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
事
件
直
後
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
︒
ま
た
こ
の
政
変
に
は
程
度
差
は
あ
る
も

の
の
少
な
く
と
も
一
三
〇
〇
人
以
上
の
貴
族
が
関
与
し
︑
自
分
た
ち
の
望
む
政
治
体
制
な
ど
を
稚
拙
な
が
ら
も
表
現
し
た
草
案
や
嘆
願
書
が
現

在
に
至
る
ま
で
残
っ
て
い
る
︒
そ
の
点
に
お
い
て
当
該
政
変
は
史
料
的
制
限
が
多
い
と
さ
れ
る
一
八
世
紀
前
半
ロ
シ
ア
の
中
で
も
恵
ま
れ
て
お
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り
︑
そ
の
分
析
に
よ
っ
て
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
貴
族
の
政
治
参
加
︑
あ
る
い
は
彼
ら
の
思
考
や
価
値
観
︑
行
動
様
式
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
非
常

に
重
要
な
事
件
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
ロ
シ
ア
史
に
お
い
て
こ
の
政
変
を
い
か
に
評
価
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
︑
事
件
に
勝
利
し
て
即
位
し
た

ア
ン
ナ
（
一
六
九
三
︲
一
七
四
〇
︑
在
位
一
七
三
〇
︲
四
〇
）
に
対
す
る
評
価
の
み
な
ら
ず
︑
そ
れ
と
と
も
に
回
復
し
た
帝
政
ロ
シ
ア
の
専
制

体
制
へ
の
評
価
に
つ
な
が
り
う
る
問
い
か
け
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
に
研
究
の
初
期
段
階
に
お
い
て
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
の
時
代
お
よ
び
一
七
三

〇
年
政
変
に
対
し
て
否
定
的
な
評
価
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
後
の
政
変
研
究
は
断
続
と
紆
余
曲
折
を
経
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

　

ソ
連
時
代
の
研
究
者
セ
ド
ー
フ
に
よ
る
と
︑
政
変
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
大
き
く
二
つ
の
潮
流
に
分
か
れ
て
い
る
︒
一
つ
は
一
九
世

紀
の
歴
史
家
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
や
ア
レ
ク
セ
ー
エ
フ
な
ど
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
も
の
で
︑
名
門
貴
族
を
体
現
す
る
最
高
枢
密
院В

ерховны
й 

тайны
й совет

が
（
７
）

利
己
的
な
理
由
か
ら
寡
頭
政
治
を
樹
立
す
る
こ
と
を
目
指
し
︑
専
制
の
制
限
を
企
て
た
が
︑
最
高
枢
密
院
の
計
画
を
知
っ
た

そ
の
他
の
貴
族
た
ち
が
そ
れ
に
反
発
し
た
た
め
に
︑
結
果
的
に
専
制
が
回
復
さ
れ
た
と
い
う
否
定
的
な
評
価
で
あ
る
︒
も
う
一
方
は
同
じ
く
一

九
世
紀
の
歴
史
家
コ
ー
ル
サ
コ
フ
︑
カ
ル
ノ
ー
ヴ
ィ
チ
︑
ミ
リ
ュ
コ
ー
フ
ら
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
た
も
の
で
︑
最
高
枢
密
院
の
試
み
は
前
述
の

よ
う
な
私
利
私
欲
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
︑
明
確
な
立
憲
主
義
的
意
図
を
持
つ
も
の
で
あ
り
︑
一
部
の
貴
族
の
支
持
を
得
て
い
た
と
い
う
も
の

で
あ
る
（
８
）︒

セ
ド
ー
フ
に
よ
る
分
類
は
非
常
に
的
確
で
あ
る
が
︑
現
代
で
は
政
変
を
あ
え
て
こ
の
二
つ
の
ど
ち
ら
か
に
位
置
づ
け
ず
に
距
離
を
置

く
︑
あ
る
い
は
双
方
を
接
合
す
る
状
況
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
︑
政
変
に
関
す
る
研
究
が
三
段
階
を
経
て
き
た
と

い
う
立
場
か
ら
︑
既
存
研
究
の
史
学
的
史
的
整
理
を
試
み
る
︒
ま
ず
第
一
章
で
当
該
政
変
の
概
要
を
整
理
し
︑
第
二
章
で
女
性
で
あ
っ
た
ア
ン

ナ
が
即
位
す
る
こ
と
が
で
き
た
要
因
を
俯
瞰
す
る
︒
第
三
章
で
は
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
ら
に
よ
る
否
定
的
な
評
価
が
︑
第
四
章
で
コ
ー
ル
サ
コ
フ

ら
に
よ
る
肯
定
的
な
評
価
が
現
れ
た
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
整
理
し
︑
第
五
章
で
こ
れ
ら
二
つ
の
評
価
か
ら
距
離
を
置
き
︑
一
八
世
紀
と
い
う
連
続

し
た
時
代
の
一
事
件
と
し
て
政
変
を
多
角
的
に
分
析
す
る
潮
流
を
明
ら
か
に
す
る
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
の
研
究
史
の
整
理
を
ふ
ま
え
て
︑
政
変
研

究
の
課
題
と
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
政
治
史
に
お
け
る
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
の
役
割
を
提
示
し
た
い
︒
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一　

一
七
三
〇
年
政
変
概
要

　

一
七
三
〇
年
政
変
は
一
月
一
九
日
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
二
世
の
死
か
ら
二
月
二
五
日
の
ア
ン
ナ
に
よ
る
約
定
書（９
）（

コ
ン
デ
ィ
ツ
ィ
イ

Кондиции
）
破
棄
を
経
て
︑
女
帝
が
専
制
を
回
復
す
る
一
連
の
事
件
で
あ
る
）
（（
（

︒
以
下
︑
本
章
で
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
︑
当
該
政
変
の
展

開
を
阿
部
氏
の
ま
と
め
に
従
っ
て
整
理
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
）
（（
（

︒

　

一
七
三
〇
年
一
月
一
九
日
の
深
夜
︑
一
四
歳
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
二
世
（
一
七
一
五
︲
三
〇
︑
在
位
一
七
二
七
︲
三
〇
）
は
モ
ス
ク
ワ
の
レ
フ
ォ

ル
ト
宮
殿
に
お
い
て
天
然
痘
で
急
死
し
た
︒
彼
は
そ
の
若
さ
の
ゆ
え
に
後
継
者
を
指
名
し
て
お
ら
ず
︑
ま
た
そ
の
死
に
よ
っ
て
ロ
マ
ノ
フ
朝
の

男
系
相
続
人
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
た
め
に
︑
次
代
皇
帝
の
選
出
に
つ
い
て
同
日
夜
か
ら
最
高
枢
密
院
内
で
会
議
が
行
わ
れ
た
︒
会
議
で
は
ま

ず
ア
レ
ク
セ
イ
・
グ
リ
ゴ
リ
エ
ー
ヴ
ィ
チ
・
ド
ル
ゴ
ル
ー
キ
ー
公А

лексей Григорьевич Д
олгорукий

（
？
︲
一
七
三
八
）
（（
（

）
が
︑
亡
き
皇
帝

の
婚
約
者
で
あ
っ
た
娘
の
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
の
帝
位
継
承
を
主
張
し
て
︑
ピ
ョ
ー
ト
ル
二
世
の
偽
の
遺
言
状
を
提
出
し
た
︒
し
か
し
こ
の
提
案

は
す
ぐ
に
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
・
ゴ
リ
ツ
ィ
ン
公Д

митрий М
ихайлович Голицы

н

（
一
六
六
五
︲
一
七
三
七
）
（（
（

）
に
よ
っ
て

却
下
さ
れ
た
︒
次
に
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
と
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
一
世
（
一
六
八
四
︲
一
七
二
七
︑
在
位
一
七
二
五
︲
二
七
）
の
娘
た
ち
が
検
討
さ

れ
た
が
︑
彼
女
た
ち
が
両
親
の
結
婚
以
前
に
生
ま
れ
た
非
嫡
出
子
で
あ
っ
た
た
め
に
退
け
ら
れ
た
︒
そ
の
後
︑
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
の
前
妻
で
あ

り
︑
修
道
院
に
い
た
エ
ヴ
ド
キ
ヤ
も
候
補
に
挙
が
っ
た
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
︒
こ
の
時
︑
最
高
枢
密
院
の
実
力
者
で
あ
っ
た
ゴ
リ
ツ
ィ
ン
は
︑

ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
の
異
母
兄
で
共
同
皇
帝
で
も
あ
っ
た
イ
ヴ
ァ
ン
五
世
（
一
六
六
六
︲
九
六
︑
在
位
一
六
八
二
︲
九
六
）
の
娘
た
ち
を
候
補
者

に
推
薦
し
た
︒
長
女
の
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
（
一
六
九
一
︲
一
七
三
三
）
は
︑
彼
女
が
即
位
し
た
場
合
に
夫
の
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
公
（
一
六
七
八

︲
一
七
四
七
）
が
ロ
シ
ア
に
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
っ
た
た
め
に
︑
結
果
と
し
て
次
女
の
ク
ー
ル
ラ
ン
ト
公
妃
ア
ン
ナ
が
次
期
皇
帝
と
し
て

選
出
さ
れ
た
︒
最
高
枢
密
院
は
同
日
中
に
︑
陸
軍
元
帥
た
ち
︑
元
老
院
）
（（
（

︑
宗
務
院
）
（（
（

︑
ゲ
ネ
ラ
リ
テ
ー
ト
）
（（
（

を
会
議
に
召
集
し
︑
ア
ン
ナ
の
選
出
を

伝
え
た
）
（（
（

︒
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少
女
時
代
の
ア
ン
ナ
は
寡
婦
と
な
っ
た
母
や
姉
妹
と
と
も
に
︑
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
か
ら
好
意
的
な
待
遇
を
受
け
て
い
た
︒
ア
ン
ナ
の
母
は

ピ
ョ
ー
ト
ル
の
異
母
兄
イ
ヴ
ァ
ン
五
世
の
妻
と
し
て
尊
重
さ
れ
︑
独
自
の
宮
廷
を
有
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
ア
ン
ナ
と
母
と
の
折
り
合
い
は
悪

く
︑
そ
の
こ
と
が
彼
女
個
人
の
﹁
陰
気
な
性
格
﹂
に
影
響
し
た
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
︒
彼
女
は
︑
一
七
一
〇
年
に
ク
ー
ル
ラ
ン
ト
公
と
結

婚
す
る
が
︑
そ
の
後
ま
も
な
く
寡
婦
と
な
り
︑
ク
ー
ル
ラ
ン
ト
に
対
す
る
影
響
力
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
た
ロ
シ
ア
政
府
の
思
惑
に
よ
っ
て
再
婚

も
ロ
シ
ア
へ
の
帰
国
も
許
さ
れ
ず
に
首
都
ミ
タ
ウ
（
現
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
共
和
国
イ
ェ
ル
ガ
ヴ
ァ
市
）
で
暮
ら
し
て
い
た
︒
権
力
も
富
も
な
い
ク
ー

ル
ラ
ン
ト
時
代
の
ア
ン
ナ
の
生
活
は
厳
し
く
︑
彼
女
は
何
度
も
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
や
皇
后
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
︑
ロ
シ
ア
政
府
の
高
官
た
ち
に
対

し
て
自
ら
の
窮
状
を
訴
え
︑
送
金
を
懇
願
す
る
手
紙
を
書
い
て
い
た
︒
し
か
し
そ
の
願
い
が
聞
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
︑
彼
女
の
暮
ら
し

は
相
変
わ
ら
ず
貧
し
い
も
の
で
あ
っ
た
）
（（
（

︒
こ
の
よ
う
な
ア
ン
ナ
の
生
活
状
況
と
︑
彼
女
が
高
官
た
ち
に
対
し
て
取
っ
た
謙
虚
な
︑
あ
る
い
は
卑

屈
な
態
度
は
次
期
皇
帝
を
選
考
し
︑
新
た
な
政
体
を
模
索
し
て
い
た
最
高
枢
密
院
に
と
っ
て
魅
力
的
に
映
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
か
く
し
て
ゴ

リ
ツ
ィ
ン
が
主
導
す
る
最
高
枢
密
院
は
ア
ン
ナ
推
戴
に
際
し
︑
彼
女
に
一
定
の
即
位
条
件
で
あ
る
﹁
約
定
書
﹂
を
課
す
こ
と
で
合
意
し
た
︒

　

一
月
二
一
日
に
は
皇
帝
に
選
出
さ
れ
た
旨
を
伝
え
る
文
書
と
約
定
書
を
携
え
た
ヴ
ァ
シ
ー
リ
ー
・
ル
キ
ー
チ
・
ド
ル
ゴ
ル
ー
キ
ー
公

В
асилий Лукич Д

олгорукий

（
一
六
七
二
︲
一
七
三
九
）
（（
（

）
を
団
長
と
す
る
使
節
団
が
ミ
タ
ウ
に
送
ら
れ
︑
二
三
日
に
は
最
高
枢
密
院
内
部
で

新
た
な
政
体
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
て
ゴ
リ
ツ
ィ
ン
の
計
画
が
承
認
さ
れ
た
︒
そ
し
て
他
の
貴
族
ら
に
対
し
て
一
連
の
内
容
を
公
示
す
る
時

期
は
ア
ン
ナ
の
返
事
を
受
領
し
た
後
と
い
う
こ
と
で
合
意
し
た
︒
一
方
︑
元
老
院
院
長генерал прокурор

パ）
（（
（

ー
ヴ
ェ
ル
・
イ
ヴ
ァ
ー
ノ
ヴ
ィ

チ
・
ヤ
グ
ジ
ン
ス
キ
ーП

авел И
ванович Я

гуж
инский

（
一
六
八
三
︲
一
七
三
六
︑
院
長
位
一
七
二
二
︲
二
六
︑
一
七
三
〇
︲
三
五
）
は
︑

皇
帝
選
出
が
最
高
枢
密
院
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
不
満
を
抱
き
︑
ア
ン
ナ
に
最
高
枢
密
院
を
信
用
し
な
い
よ
う
に
警
告
す
る
密
使
を

送
っ
て
い
た
︒
そ
の
後
こ
の
密
使
は
使
節
団
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
︑
モ
ス
ク
ワ
へ
護
送
さ
れ
た
）
（（
（

︒

　

ピ
ョ
ー
ト
ル
二
世
が
亡
く
な
っ
た
日
は
︑
本
来
な
ら
ば
彼
の
婚
礼
が
行
わ
れ
る
は
ず
の
日
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
首
都
モ
ス
ク
ワ
に
は

祝
典
に
出
席
す
る
た
め
に
多
く
の
貴
族
た
ち
が
集
結
し
て
い
た
︒
彼
ら
は
亡
き
皇
帝
の
葬
儀
に
出
席
し
た
後
︑
最
高
枢
密
院
に
よ
る
ア
ン
ナ
の
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皇
帝
選
出
と
約
定
書
に
つ
い
て
噂
を
聞
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
憶
測
を
重
ね
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
使
節
団
が
ア
ン
ナ
か
ら
約
定
書
受
諾
の
署
名
が
あ

る
文
書
を
持
ち
帰
る
と
︑
最
高
枢
密
院
は
二
月
二
日
に
会
議
を
開
き
︑
元
老
院
や
宗
務
院
の
代
表
者
︑
ゲ
ネ
ラ
リ
テ
ー
ト
お
よ
そ
八
〇
人
を
召

集
し
た
︒
会
議
で
は
ア
ン
ナ
の
即
位
承
諾
書
と
︑
ア
ン
ナ
か
ら
の
申
し
出
と
い
う
形
で
約
定
書
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
︒
こ
の
約
定
書
の
意
図
が

理
解
で
き
な
い
と
し
て
︑
参
加
者
た
ち
の
間
に
疑
念
や
動
揺
が
広
が
る
と
︑
そ
れ
を
受
け
た
ゴ
リ
ツ
ィ
ン
は
︑
新
た
な
政
体
を
作
る
た
め
に
良

い
案
が
あ
れ
ば
文
書
で
提
示
し
て
ほ
し
い
と
発
言
し
︑
そ
れ
ら
の
意
見
を
検
討
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
︒
こ
う
し
て
貴
族
た
ち
に
よ
る
草
案
の

作
成
・
提
出
の
動
き
が
活
発
化
し
て
い
っ
た
）
（（
（

︒

　

こ
れ
ら
の
草
案
の
ほ
と
ん
ど
は
︑
ア
ン
ナ
の
皇
帝
選
出
に
つ
い
て
は
異
論
を
述
べ
ず
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
署
名
者
た
ち
の
要
求
が
端
的
に
表
現
さ

れ
て
い
る
︒
草
案
を
受
け
取
っ
た
最
高
枢
密
院
は
︑
軍
役
の
軽
減
と
い
っ
た
貴
族
の
要
求
に
応
え
る
具
体
策
を
盛
り
込
ん
だ
補
足
文
書

пополнение

を）
（（
（

作
成
す
る
こ
と
で
譲
歩
を
示
し
た
︒
こ
れ
は
確
か
に
貴
族
の
不
満
を
緩
和
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
︒
し
か
し
依
然
と
し
て
大

き
な
争
点
で
あ
っ
た
最
高
枢
密
院
を
中
心
と
す
る
名
門
貴
族
に
よ
る
寡
頭
支
配
の
性
格
が
色
濃
く
︑
多
く
の
貴
族
た
ち
は
最
高
枢
密
院
の
真
意

を
測
り
か
ね
て
反
発
し
た
︒
そ
れ
は
首
都
に
集
ま
っ
た
貴
族
の
み
な
ら
ず
︑
地
方
の
貴
族
に
も
広
ま
っ
た
）
（（
（

︒

　

最
高
枢
密
院
は
貴
族
た
ち
の
反
発
を
認
識
し
つ
つ
も
︑
具
体
的
に
彼
ら
を
説
得
し
そ
の
同
意
を
取
り
つ
け
る
た
め
に
積
極
的
に
動
く
こ
と
は

な
か
っ
た
︒
そ
の
後
︑
二
月
一
〇
日
に
ア
ン
ナ
が
使
節
団
と
と
も
に
モ
ス
ク
ワ
近
郊
フ
セ
ス
ヴ
ャ
ツ
コ
エ
村
に
到
着
し
︑
最
高
枢
密
院
か
ら
禁

止
さ
れ
て
い
た
﹁
近
衛
連
隊
連
隊
長полковник

に
し
て
騎
兵
連
隊
中
佐капитан

と
し
て
宣
言
し
︑
将
兵
に
ウ
ォ
ッ
カ
を
振
舞
う
﹂
と
い
う

新
皇
帝
即
位
の
慣
例
行
事
を
行
う
と
︑
最
高
枢
密
院
に
反
発
す
る
貴
族
た
ち
は
活
気
づ
い
た
︒﹁
病
床
）
（（
（

﹂
に
あ
っ
た
最
高
枢
密
院
議
員
の
ア
ン

ド
レ
イ
・
オ
ス
テ
ル
マ
ンА

ндрей О
стерман

（
一
六
八
六
︲
一
七
四
七
）
（（
（

）
も
こ
の
知
ら
せ
を
受
け
て
回
復
し
︑
貴
族
た
ち
へ
の
働
き
か
け
を

行
っ
た
）
（（
（

︒
一
五
日
に
ア
ン
ナ
が
モ
ス
ク
ワ
へ
入
る
と
︑
最
高
枢
密
院
を
は
じ
め
と
す
る
高
官
た
ち
は
﹁
専
制
君
主
に
で
は
な
く
た
ん
に
女
帝
に

対
し
て
︑
そ
し
て
﹃
祖
国
に
た
い
し
て
﹄﹂
宣
誓
し
た
）
（（
（

︒

　

一
方
貴
族
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
集
会
を
行
い
︑
こ
の
過
程
で
ア
ン
テ
ィ
オ
フ
・
ド
ミ
ー
ト
リ
エ
ヴ
ィ
チ
・
カ
ン
テ
ミ
ー
ルА

нтиох 
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Д
митриевич Кантемир

（
一
七
〇
四
︲
一
七
四
四
）
は
専
制
政
治
の
復
活
を
求
め
る
嘆
願
書
を
起
草
し
て
署
名
を
集
め
︑
ま
た
ヴ
ァ
シ
ー

リ
ー
・
ニ
キ
ー
チ
チ
・
タ
チ
ー
シ
チ
ェ
フВ

асилий Н
икитич Татищ

ев

（
一
六
八
六
︲
一
七
五
〇
）
も
別
の
嘆
願
書
を
起
草
し
て
署
名
を
集

め
た
︒
文
人
で
も
あ
っ
た
彼
ら
が
政
変
に
お
い
て
こ
う
し
た
側
面
で
参
加
し
た
点
に
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
に
お
け
る
文
化
人
の
公
的
性
格
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
︒
二
四
日
に
は
オ
ス
テ
ル
マ
ン
が
ア
ン
ナ
に
最
高
枢
密
院
の
陰
謀
を
報
告
し
︑
フ
ェ
オ
フ
ァ
ン
・
プ
ロ
コ
ポ
ー
ヴ
ィ
チ

Ф
еофан П

рокопович
（
一
六
八
一
︲
一
七
三
六
）
（（
（

）
も
︑
最
高
枢
密
院
が
他
の
貴
族
の
意
に
反
し
て
一
方
的
に
皇
帝
の
専
制
権
力
を
制
限
し
よ

う
と
し
て
い
る
と
い
う
旨
の
密
告
書
を
忍
ば
せ
た
時
計
を
ア
ン
ナ
に
送
っ
た
︒
こ
の
時
に
は
政
変
に
お
け
る
貴
族
た
ち
の
党
派
構
成
が
ほ
ぼ
確

定
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
集
団
が
求
め
る
政
体
の
実
現
を
目
指
し
て
同
調
者
を
集
め
︑
嘆
願
書
を
作
成
し
て
い
っ
た
︒
ま
た
最
高
枢
密
院
側

も
反
対
派
の
逮
捕
を
決
定
し
て
い
た
︒

　

二
月
二
五
日
︑
ク
レ
ム
リ
ン
に
は
最
高
枢
密
院
︑
元
老
院
︑
ゲ
ネ
ラ
リ
テ
ー
ト
を
は
じ
め
と
す
る
貴
族
ら
が
集
ま
っ
て
い
た
︒
最
高
枢
密
院

の
意
図
で
は
︑
貴
族
た
ち
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
た
嘆
願
書
を
正
式
に
吟
味
し
︑
新
た
な
政
体
を
決
定
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
ま
ず
︑
彼

ら
は
用
意
さ
れ
た
嘆
願
書
を
ア
ン
ナ
と
最
高
枢
密
院
に
お
い
て
合
議
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
︒
し
か
し
ア
ン
ナ
は
こ
れ
を
退
け
︑
そ
の
場
で
審

議
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
︒
こ
れ
を
受
け
て
ニ
キ
ー
タ
・
ユ
リ
エ
ー
ヴ
ィ
チ
・
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
公Н

икита Ю
рьевич Трубецкой

（
一
七
〇

〇
︲
六
七
）
が
︑
ア
ン
ナ
に
よ
る
約
定
書
の
署
名
に
感
謝
し
︑
国
家
の
統
治
形
態
を
決
定
す
る
た
め
に
ゲ
ネ
ラ
リ
テ
ー
ト
や
そ
の
他
の
貴
族
の

中
か
ら
︑
一
家
族
か
ら
一
人
な
い
し
は
二
人
で
構
成
さ
れ
る
委
員
会
を
設
置
し
て
ほ
し
い
と
い
う
旨
の
嘆
願
書
を
提
出
し
た
）
（（
（

︒
す
る
と
出
席
者

や
広
間
の
内
外
に
予
め
配
備
さ
れ
て
い
た
近
衛
兵
た
ち
の
間
で
動
揺
が
起
こ
り
︑
あ
る
者
は
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
の
提
出
し
た
嘆
願
書
に
署
名
し
な

い
よ
う
に
ア
ン
ナ
に
要
求
し
︑
ま
た
別
の
者
は
専
制
の
回
復
を
求
め
る
嘆
願
書
を
読
む
こ
と
を
要
求
し
た
︒
そ
こ
で
︑
カ
ン
テ
ミ
ー
ル
起
草
の

嘆
願
書
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
）
（（
（

︒
そ
こ
に
は
ア
ン
ナ
が
ミ
タ
ウ
で
署
名
し
た
約
定
書
を
破
棄
し
て
専
制
を
回
復
し
︑
さ
ら
に
重
要
機
関
の
欠
員
を

補
充
す
る
際
や
統
治
形
態
を
決
め
る
際
に
は
一
般
貴
族
の
代
表
者
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
を
願
う
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
︒
そ
れ
に
よ
っ

て
︑
そ
れ
ま
で
ア
ン
ナ
に
は
約
定
書
が
﹁
人
民
）
（（
（

の
同
意
﹂
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
実
は
最
高
枢
密
院
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の
独
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
た
︒
ア
ン
ナ
は
ミ
タ
ウ
で
自
ら
が
署
名
し
た
約
定
書
を
取
り
出
さ
せ
て
参
会
者
の
前
で
そ
れ
を

破
り
捨
て
る
と
い
う
行
動
に
よ
っ
て
︑
事
実
上
約
定
書
を
破
棄
し
︑
こ
う
し
て
最
高
枢
密
院
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
︒
三
月
一
日
に
は
改

め
て
﹁
専
制
君
主
﹂
ア
ン
ナ
に
対
す
る
宣
誓
式
が
各
地
の
聖
堂
や
教
会
で
行
わ
れ
︑
翌
二
日
に
は
一
般
貴
族
の
要
望
に
応
え
る
形
で
︑
二
一
人

で
構
成
さ
れ
る
元
老
院
が
復
活
し
た
︒
た
だ
し
︑
議
員
の
選
任
に
際
し
て
は
貴
族
に
よ
る
選
出
は
行
わ
れ
ず
︑
ア
ン
ナ
自
身
に
よ
っ
て
任
命
さ

れ
た
︒
こ
れ
に
伴
い
︑
最
高
枢
密
院
は
四
日
付
の
法
令
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
）
（（
（

︒
最
高
枢
密
院
の
構
成
員
の
大
部
分
は
元
老
院
へ
と
配
置
転
換

さ
れ
︑
そ
の
後
︑
彼
ら
﹁
政
変
の
責
任
者
﹂
に
は
追
放
・
流
刑
・
処
刑
と
い
っ
た
処
遇
が
下
さ
れ
た
︒
こ
の
よ
う
に
一
七
三
〇
年
政
変
は
結
果

と
し
て
専
制
の
回
復
を
も
た
ら
し
た
が
︑
そ
の
過
程
が
複
雑
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
そ
の
後
の
政
変
研
究
の
展
開
に
も
影
響
を
与
え
て
ゆ
く
こ
と

と
な
る
︒

二　

一
七
三
〇
年
政
変
を
め
ぐ
る
諸
問
題
─
ア
ン
ナ
の
即
位
要
因

　

最
高
枢
密
院
が
新
し
い
皇
帝
に
約
定
書
を
課
し
た
要
因
は
︑
ア
ン
ナ
が
皇
帝
と
し
て
の
資
質
を
欠
く
と
さ
れ
る
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
に
存
在

す
る
︒
そ
こ
で
本
章
で
は
女
性
で
あ
る
ア
ン
ナ
の
即
位
に
つ
い
て
︑
皇
位
継
承
に
関
す
る
法
の
制
定
と
皇
族
の
女
性
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
と

い
う
二
点
に
着
目
し
て
︑
簡
潔
に
整
理
す
る
︒

　

こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
︑
政
変
の
き
っ
か
け
と
も
い
う
べ
き
最
高
枢
密
院
に
よ
る
皇
帝
選
出
は
紆
余
曲
折
を
経
て
き
た
︒
そ
の
大

き
な
要
因
は
︑
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
が
一
七
二
二
年
に
発
布
し
た
帝
位
継
承
法
に
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
そ
れ
ま
で
ロ
シ
ア
に
は
明
文
化
さ
れ
た
皇

位
継
承
原
理
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
︑
帝
位
継
承
法
は
ロ
シ
ア
史
上
初
と
な
る
皇
位
継
承
に
関
す
る
成
文
法
で
あ
っ
た
︒
こ
の
法
令
は
在
位

中
の
皇
帝
が
後
継
者
を
指
名
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
も
の
で
︑
後
継
者
に
対
し
て
性
別
︑
身
分
︑
宗
教
︑
出
身
な
ど
の
制
限
を
一
切
加
え
な

か
っ
た
も
の
の
︑
今
回
の
事
例
の
よ
う
に
皇
帝
が
存
命
中
に
後
継
者
を
指
名
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
何
ら
言
及
が
な
か
っ
た
）
（（
（

︒
帝
位
継
承
法
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の
こ
う
し
た
問
題
点
が
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
一
世
と
ピ
ョ
ー
ト
ル
二
世
の
即
位
問
題
で
露
呈
し
︑
次
い
で
今
回
の
ア
ン
ナ
選
出
問
題
を
引
き
起
こ

し
た
と
い
え
る
︒
た
だ
し
︑
ア
ン
ナ
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
︑
帝
位
継
承
法
の
欠
陥
に
よ
る
先
々
代
皇
帝
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
一
世
の
即
位
と

い
う
前
例
こ
そ
が
︑
彼
女
の
即
位
を
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
し
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
）
（（
（

︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
一
世
は
ピ
ョ
ー
ト

ル
一
世
の
皇
后
と
い
う
地
位
こ
そ
有
し
て
い
た
も
の
の
︑
出
自
は
リ
ト
ア
ニ
ア
の
農
民
の
娘
と
い
う
卑
し
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
彼
女
は

ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
の
遠
征
に
た
び
た
び
同
行
し
て
い
た
た
め
に
兵
士
た
ち
か
ら
の
支
持
を
得
て
い
た
が
︑
教
養
や
皇
帝
と
し
て
の
政
治
的
資
質

は
非
常
に
乏
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
女
帝
が
五
年
前
に
即
位
し
た
事
実
が
︑
イ
ヴ
ァ
ン
五
世
の
血
を
引
く
ア
ン
ナ
の
皇
帝
即
位
に
対
す

る
心
理
的
な
抵
抗
を
弱
め
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒

　

ア
ン
ナ
が
帝
位
に
就
く
こ
と
が
で
き
た
も
う
ひ
と
つ
の
要
因
は
︑
ピ
ョ
ー
ト
ル
改
革
に
伴
っ
て
高
貴
な
身
分
の
女
性
の
活
動
範
囲
が
拡
大
し

た
こ
と
に
あ
る
︒
一
七
世
紀
中
葉
に
外
務
官
署
で
勤
務
し
て
い
た
亡
命
ロ
シ
ア
外
交
官
コ
ト
シ
ー
ヒ
ン
の
手
記
に
よ
る
と
︑
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世

前
夜
の
皇
帝
の
姉
妹
や
娘
た
ち
は｢

ま
る
で
隠
遁
修
道
女
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
て
︑
め
っ
た
に
人
を
見
る
こ
と
も
人
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
な

く｣

日
々
を
す
ご
し
て
い
た
︒
彼
女
た
ち
皇
女
は
結
婚
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
ば
﹁
公
や
貴
族
は
彼
女
ら
の
奴
隷
だ
か
ら
で

あ
っ
て
︑
実
際
︑
公
や
貴
族
自
身
が
嘆
願
書
の
な
か
で
自
ら
を
奴
隷
と
名
乗
っ
て
い
て
︑
主
人
た
る
女
性
が
奴
隷
に
嫁
ぐ
の
は
永
遠
の
不
名
誉

と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
彼
女
ら
を
他
国
の
王
子
や
公
と
結
婚
さ
せ
る
習
慣
も
な
い
︒
両
者
の
信
仰
が
違
っ
て
い
る
し
︑
自
分

の
信
仰
を
捨
て
︑
恥
を
さ
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
ま
た
彼
女
は
他
国
の
言
葉
や
風
習
を
知
ら
ず
︑
恥
を
さ
ら
す
こ
と
に

も
な
る
か
ら
で
あ
る
）
（（
（

﹂︒
そ
の
後
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
結
び
つ
き
を
求
め
た
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
の
時
代
に
な
る
と
︑
皇
族
の
女
性
は
積
極

的
に
外
国
に
嫁
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
一
七
一
〇
年
に
ク
ー
ル
ラ
ン
ト
公
と
結
婚
し
た
ア
ン
ナ
を
は
じ
め
︑
一
七
一
六
年
に
は
メ
ク
レ
ン
ブ

ル
ク
＝
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ー
ン
公
と
結
婚
し
た
イ
ヴ
ァ
ン
五
世
の
娘
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
︑
一
七
二
五
年
に
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
＝
ゴ
ッ
ト
ル
ー
プ
公

（
一
七
〇
〇
︲
三
九
）
と
結
婚
し
た
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
の
娘
ア
ン
ナ
と
い
う
よ
う
に
︑
皇
女
た
ち
は
続
々
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
公
国
に
嫁
い
で

い
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
に
よ
る
諸
政
策
が
モ
ス
ク
ワ
大
公
国
時
代
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
女
帝
の
即
位
及
び
﹁
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
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の
時
代
﹂
を
可
能
に
し
︑
今
回
の
政
変
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒

三　

一
九
世
紀
半
ば
ま
で
─
「
寡
頭
体
制
樹
立
の
試
み
」

　

こ
れ
ま
で
の
政
変
研
究
が
そ
れ
ほ
ど
活
発
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
︑
政
変
直
後
か
ら
一
九
世
紀
半
ば
に
か
け
て
︑
一
七
三
〇
年
政
変

を
最
高
枢
密
院
に
よ
る
寡
頭
政
治
体
制
樹
立
の
陰
謀
お
よ
び
そ
の
失
敗
と
す
る
否
定
的
な
評
価
が
形
成
さ
れ
︑
長
ら
く
定
説
と
し
て
受
容
さ
れ

て
き
た
た
め
で
あ
る
︒
そ
こ
で
以
下
︑
特
別
の
断
り
が
な
い
限
り
︑
プ
ロ
ー
ト
ニ
コ
フ
ら
の
整
理
に
従
っ
て
二
つ
の
評
価
を
整
理
す
る
︒
本
章

で
は
政
変
に
参
加
し
た
歴
史
家
タ
チ
ー
シ
チ
ェ
フ
を
中
心
に
︑
彼
の
記
述
を
も
と
に
学
術
的
に
政
変
を
位
置
づ
け
た
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
を
加
え

て
否
定
的
な
評
価
の
形
成
と
そ
の
問
題
点
︑
受
容
の
過
程
を
︑
次
章
で
は
こ
う
し
た
評
価
へ
の
反
省
か
ら
生
じ
た
肯
定
的
評
価
を
コ
ー
ル
サ
コ

フ
を
中
心
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
俯
瞰
し
て
ゆ
く
）
（（
（

︒

　

政
変
に
関
す
る
初
期
の
記
述
は
︑
政
変
の
参
加
者
で
あ
る
タ
チ
ー
シ
チ
ェ
フ
と
プ
ロ
コ
ポ
ー
ヴ
ィ
チ
の
著
作
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
）
（（
（

︒

彼
ら
に
よ
る
と
︑
政
変
と
は
最
高
枢
密
院
︑
特
に
一
族
か
ら
複
数
の
議
員
を
輩
出
し
て
い
た
ド
ル
ゴ
ル
ー
キ
ー
家
と
ゴ
リ
ツ
ィ
ン
家
が
︑
そ
れ

ぞ
れ
の
家
門
の
利
益
の
た
め
に
自
ら
の
一
族
を
中
心
と
し
た
寡
頭
貴
族
政
治
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
︑
そ
の
他
の
貴
族
が
女
帝
に
専
制

を
求
め
る
嘆
願
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
企
て
を
阻
止
し
︑
合
法
的
に
ロ
シ
ア
の
専
制
体
制
と
国
家
を
守
っ
た
と
い
う
事
件
で
あ
っ

た
）
（（
（

︒
こ
れ
ら
の
叙
述
の
特
徴
は
政
変
に
よ
っ
て
回
復
し
た
専
制
の
擁
護
と
結
び
つ
け
て
︑
政
変
を
﹁
寡
頭
体
制
樹
立
の
試
み
﹂
と
位
置
づ
け
て

い
る
点
に
あ
り
︑
そ
れ
は
専
制
を
最
上
の
統
治
形
態
と
す
る
当
時
の
潮
流
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

　

ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
ウ
ィ
ッ
タ
カ
ー
に
よ
る
と
︑
一
般
に
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
の
有
識
者
た
ち
は
︑
西
欧
の
絶
対
主
義abusolutism

と
ロ
シ

ア
の
専
制С

амодерж
авие

を
同
一
視
す
る
傾
向
に
あ
り
︑
そ
の
上
で
政
府
形
態
を
専
制
政
治
︑
貴
族
政
治
︑
民
主
主
義
の
三
つ
に
集
約
さ
れ

る
と
と
ら
え
て
い
た
）
（（
（

︒
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
形
態
が
堕
落
す
る
と
専
制
政
治
は
独
裁
政
治
へ
︑
貴
族
政
治
は
寡
頭
政
治
へ
︑
民
主
主
義
は
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無
政
府
状
態
へ
化
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
っ
た
︒
大
国
で
あ
る
ロ
シ
ア
に
お
い
て
過
去
の
歴
史
的
事
例
を
鑑
み
る
と
︑
専
制
の
時
代
に
経
済

的
に
繁
栄
し
︑
強
大
に
な
っ
た
一
方
で
︑
専
制
で
な
か
っ
た
時
代
に
衰
退
と
領
土
縮
小
を
引
き
起
こ
し
た
︒
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
は
独
裁
の
危
険

が
あ
っ
て
も
専
制
が
最
適
で
あ
る
と
い
う
共
通
認
識
を
有
し
て
い
た
）
（（
（

︒
そ
の
一
方
で
個
々
の
有
識
者
た
ち
に
よ
る
専
制
の
解
釈
は
異
な
っ
て
お

り
︑
一
八
世
紀
に
は
そ
う
し
た
解
釈
学
的
歴
史
こ
そ
が
評
価
さ
れ
︑
作
品
と
し
て
の
歴
史
に
は
著
者
自
身
の
認
識
が
反
映
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ

た
）
（（
（

︒
こ
の
よ
う
な
認
識
を
背
景
に
持
つ
タ
チ
ー
シ
チ
ェ
フ
ら
が
︑
政
変
の
最
終
局
面
に
お
い
て
専
制
護
持
の
立
場
を
採
り
︑
そ
の
叙
述
に
お
い

て
政
変
に
対
し
て
基
本
的
に
専
制
擁
護
の
論
調
を
取
っ
た
こ
と
は
一
見
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
彼
ら
の
政
変
に
お

け
る
思
想
や
行
動
と
こ
れ
ら
の
叙
述
を
照
合
す
る
と
︑
そ
こ
に
は
幾
分
か
の
乖
離
が
存
在
す
る
︒

　

た
と
え
ば
︑
タ
チ
ー
シ
チ
ェ
フ
と
彼
が
起
草
し
た
政
治
草
案
か
ら
︑
政
変
時
の
彼
の
思
想
や
行
動
を
見
て
み
よ
う
︒
タ
チ
ー
シ
チ
ェ
フ
は
最

高
枢
密
院
の
提
示
し
た
約
定
書
に
署
名
を
し
た
後
︑
新
た
な
政
体
を
作
る
た
め
の
提
案
を
求
め
る
最
高
枢
密
院
議
員
ゴ
リ
ツ
ィ
ン
の
発
言
に
応

じ
て
︑
か
ね
て
よ
り
知
遇
を
得
て
い
た
チ
ェ
ル
カ
ッ
ス
キ
ー
と
と
も
に
三
六
四
人
草
案
）
（（
（

を
作
成
し
て
い
る
︒
こ
の
草
案
に
お
い
て
は
︑
各
身
分

の
特
権
の
拡
大
と
と
も
に
最
高
権
力
機
関
の
増
員
を
要
求
し
て
い
る
が
︑
女
帝
に
よ
る
専
制
の
回
復
を
求
め
る
文
言
は
特
に
認
め
ら
れ
な
い
︒

タ
チ
ー
シ
チ
ェ
フ
が
専
制
護
持
の
姿
勢
を
見
せ
始
め
る
の
は
︑
三
六
四
人
草
案
提
出
後
に
オ
ス
テ
ル
マ
ン
と
チ
ェ
ル
カ
ッ
ス
キ
ー
が
秘
密
裏
に

ア
ン
ナ
に
接
近
し
︑
専
制
護
持
派
を
形
成
・
拡
大
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
で
あ
り
︑
専
制
護
持
を
求
め
る
二
月
二
五
日
の
嘆
願
書
）
（（
（

に
署
名
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
う
し
た
行
動
を
取
る
一
方
で
︑
タ
チ
ー
シ
チ
ェ
フ
は
政
変
後
に
作
成
し
た
論
文
に
お
い
て
︑
現
状
の
統
治
形
態
で
あ
る
専
制
を
変
え
る
必

要
は
な
い
と
し
つ
つ
も
︑
一
般
の
貴
族
階
級
が
国
家
の
統
治
形
態
を
決
め
る
権
利
を
有
す
る
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
他
に
も
立
法
権
を
本
来
皇

帝
に
属
す
る
も
の
と
認
め
な
が
ら
も
︑
実
質
的
に
は
最
高
統
治
機
関
（
元
老
院
）
に
そ
の
権
限
を
与
え
︑
最
終
的
に
皇
帝
の
承
認
を
得
る
べ
き

だ
と
記
し
て
い
る
）
（（
（

︒
以
上
よ
り
︑
タ
チ
ー
シ
チ
ェ
フ
が
政
変
当
初
は
立
憲
君
主
制
を
志
向
し
て
お
り
︑
専
制
の
回
復
を
望
ん
で
い
た
の
で
は
な

か
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
公
的
に
﹁
専
制
擁
護
﹂
を
表
明
し
て
か
ら
も
皇
帝
の
権
力
を
あ
る
程
度
制
限
し
︑
貴
族
の
法
的
権
限
の
拡
大
を
志
向
し
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て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
）
（（
（

︒
ま
た
プ
ロ
コ
ポ
ー
ヴ
ィ
チ
も
そ
の
著
作
に
お
い
て
最
高
枢
密
院
を
辛
辣
に
批
判
し
て
い
た
が
︑
実
際
の
政
変
に
お
い

て
最
高
枢
密
院
起
草
の
約
定
書
に
最
初
に
署
名
を
行
っ
て
お
り
︑
政
変
当
初
か
ら
最
高
枢
密
院
の
方
針
に
反
対
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
︒

　

こ
の
よ
う
に
タ
チ
ー
シ
チ
ェ
フ
や
プ
ロ
コ
ポ
ー
ヴ
ィ
チ
の
叙
述
は
︑
政
変
後
の
ロ
シ
ア
貴
族
を
は
じ
め
と
す
る
統
治
階
級
が
政
変
を
一
般
に

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
を
示
し
た
一
次
史
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
﹁
専
制
擁
護
﹂
と
政
変
へ
の
否
定
的
な
評
価
は

字
義
通
り
に
受
け
取
る
べ
き
で
は
な
い
し
︑
彼
ら
が
政
変
の
当
初
か
ら
一
貫
し
て
専
制
を
支
持
し
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
充
分
に
留
意
す

べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
こ
れ
ら
の
記
述
は
無
批
判
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
︒

　

一
九
世
紀
半
ば
に
ロ
シ
ア
史
学
が
学
術
的
に
発
展
し
は
じ
め
る
と
︑
そ
れ
と
と
も
に
一
七
三
〇
年
政
変
も
研
究
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
︑
最
高
枢
密
院
文
書
や
外
交
官
の
公
用
文
書
︑
関
係
者
や
目
撃
者
の
回
想
録
お
よ
び
証
言
な
ど
を
用
い
た
詳
細
な
記
述
が
試
み
ら
れ

た
︒
特
に
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
は
約
定
書
の
抜
粋
や
最
高
枢
密
院
に
よ
る
草
案
の
原
本
な
ど
を
紹
介
し
た
上
で
︑
貴
族
に
よ
る
政
治
草
案
の
提
出

活
動
を
最
高
枢
密
院
に
よ
る
譲
歩
と
し
︑
こ
う
し
た
譲
歩
を
も
っ
て
し
て
も
貴
族
の
離
反
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
見
解
を
示
し

た
）
（（
（

︒
そ
し
て
政
変
を
最
高
枢
密
院
に
よ
る
寡
頭
政
治
の
陰
謀
と
評
価
し
︑
貴
族
社
会
が
最
高
枢
密
院
の
計
画
を
承
認
し
な
か
っ
た
こ
と
が
陰
謀

の
敗
因
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
︒
た
だ
し
こ
れ
は
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
独
自
の
史
料
分
析
に
基
づ
く
評
価
で
は
な
く
︑
先
述
の
タ
チ
ー
シ
チ
ェ

フ
︑
プ
ロ
コ
ポ
ー
ヴ
ィ
チ
の
よ
う
な
政
変
の
当
事
者
た
ち
の
叙
述
を
論
拠
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
特
に
プ
ロ
コ
ポ
ー
ヴ
ィ
チ
に
よ
る
否
定
的

な
叙
述
が
こ
う
し
た
後
世
の
政
変
評
価
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
も
セ
ド
ー
フ
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
研
究
者
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
本
稿
で
改
め
て
言
及
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
当
時
の
史
料
的
限
界
も
あ
り
︑
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
ら

は
史
料
批
判
を
十
分
に
行
わ
な
い
ま
ま
プ
ロ
コ
ポ
ー
ヴ
ィ
チ
ら
の
叙
述
を
過
剰
に
信
頼
し
︑
受
容
し
た
︒
こ
れ
は
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
に
限
ら

ず
︑
同
時
期
の
歴
史
家
で
あ
る
シ
チ
ェ
バ
リ
ス
キ
ー
や
ポ
ポ
フ
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
た
傾
向
で
あ
り
︑
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
の
有
す
る
権
威
の

大
き
さ
ゆ
え
に
こ
の
否
定
的
な
評
価
は
そ
の
後
長
い
間
多
く
の
歴
史
学
者
に
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
）
（（
（

︒
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四　

一
九
世
紀
後
半
─
「
進
歩
的
立
憲
主
義
の
試
み
」

　

一
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
ら
に
よ
る
解
釈
は
政
変
を
や
や
単
純
化
し
す
ぎ
て
い
る
と
の
反
省
か
ら
︑
こ
れ
と
は
異
な
る
角

度
か
ら
の
政
変
解
釈
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
た
と
え
ば
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
カ
ル
ノ
ー
ヴ
ィ
チ
は
政
変
に
つ
い
て
最
高
枢
密
院
の
試
み
が
成

功
し
て
い
た
な
ら
ば
国
家
の
展
開
に
お
け
る
本
質
的
な
変
革
に
な
り
え
た
が
︑
最
高
枢
密
院
は
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
評
価
を
下
し
て
い
る
︒
彼
に
よ
る
と
︑
最
高
枢
密
院
も
そ
の
他
の
貴
族
も
本
質
的
に
同
じ
社
会
層
で
あ
り
︑
後
者
は
そ
の
影
響
力
が
そ
れ
ほ

ど
大
き
く
な
い
こ
と
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
が
ゆ
え
に
最
高
枢
密
院
の
行
動
に
同
意
し
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
こ
う
し
た
最
高
枢
密
院
と
貧
弱
な

政
治
的
思
想
を
抱
い
た
貴
族
の
紛
争
に
︑
近
衛
連
隊
を
味
方
に
つ
け
た
女
帝
が
介
入
し
︑
約
定
書
の
破
棄
へ
至
っ
た
の
だ
と
す
る
）
（（
（

︒
最
高
枢
密

院
に
よ
る
政
変
の
動
機
を
利
己
的
な
も
の
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
の
見
解
の
継
承
が
見
ら
れ
る
が
︑
政
変
や
最
高
枢
密
院
に

対
す
る
従
来
の
否
定
的
な
評
価
に
対
し
︑
カ
ル
ノ
ー
ヴ
ィ
チ
は
肯
定
的
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
︑
よ
り
視
点
を
広
げ
た
解
釈
を
行
っ
た
と
い
え

よ
う
︒

　

政
変
に
お
け
る
最
高
枢
密
院
の
行
動
に
対
し
て
一
定
の
評
価
を
与
え
る
こ
の
よ
う
な
立
場
は
コ
ー
ル
サ
コ
フ
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
︒

彼
は
学
位
論
文
﹃
ア
ン
ナ
・
イ
オ
ア
ン
ノ
ヴ
ナ
の
即
位
﹄
に
お
い
て
現
存
す
る
史
料
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
収
録
・
紹
介
し
︑
そ
の
実
証
的
な
研
究

に
よ
っ
て
政
変
を
は
じ
め
て
学
術
的
な
研
究
対
象
へ
と
押
し
上
げ
た
︒
コ
ー
ル
サ
コ
フ
に
よ
る
と
ゴ
リ
ツ
ィ
ン
を
中
核
と
す
る
と
す
る
最
高
枢

密
院
の
試
み
は
利
己
的
な
動
機
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
︑
立
憲
主
義
的
体
制
を
創
造
す
る
意
図
が
あ
り
︑
一
部
の
貴
族
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ

て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
最
高
枢
密
院
以
外
の
貴
族
を
一
枚
岩
と
す
る
従
来
の
解
釈
を
否
定
し
︑
彼
ら
を
細
分
化
さ
れ
た
集
団
か
ら
成
る
専
制
支

持
派
と
専
制
反
対
派
の
二
つ
に
分
類
し
た
こ
と
に
彼
の
研
究
の
最
大
の
特
徴
が
存
在
す
る
）
（（
（

︒
そ
の
上
で
彼
は
︑
貴
族
が
そ
れ
ぞ
れ
様
々
な
集
団

に
属
し
つ
つ
も
︑
非
常
に
流
動
的
で
変
化
し
や
す
く
︑
独
特
の
矛
盾
に
満
ち
て
お
り
︑
そ
の
状
態
こ
そ
が
最
高
枢
密
院
の
行
動
を
制
限
し
て
い
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た
と
推
測
し
た
︒
し
か
し
彼
は
最
高
枢
密
院
が
権
力
に
対
し
て
過
剰
な
執
着
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
根
拠
も
な
く
前
提
と
し
︑
そ
れ
に
伴
い
最

高
枢
密
院
に
よ
る
約
定
書
や
補
足
文
書
な
ど
の
政
治
草
案
の
多
く
が
貴
族
に
と
っ
て
不
利
益
な
も
の
で
あ
る
と
一
方
的
に
位
置
づ
け
て
お
り
︑

留
意
が
必
要
で
あ
る
︒
ま
た
彼
の
解
釈
に
よ
る
と
︑
政
変
の
失
敗
は
ロ
シ
ア
の
立
憲
的
発
展
に
お
け
る
悲
劇
的
な
打
撃
で
あ
り
︑
そ
こ
に
最
高

枢
密
院
の
計
画
を
挫
い
た
ロ
シ
ア
貴
族
の
政
治
的
限
界
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
見
解
は
︑
そ
れ
ま
で
の
一
面
的
な
評
価
を
反
省
す

る
点
に
お
い
て
は
有
用
で
あ
る
も
の
の
︑
や
や
短
絡
的
に
過
ぎ
よ
う
︒
確
か
に
ゴ
リ
ツ
ィ
ン
は
約
定
書
を
立
憲
制
導
入
の
第
一
歩
と
し
て
構
想

し
て
い
た
︒
し
か
し
多
く
の
貴
族
は
読
み
書
き
を
は
じ
め
と
し
た
文
化
的
素
養
が
低
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
に
関
す
る
専
門
知
識
も
貧
弱
で

あ
っ
た
た
め
︑
彼
ら
が
ゴ
リ
ツ
ィ
ン
の
思
想
を
現
実
に
理
解
で
き
て
い
た
の
か
は
非
常
に
疑
わ
し
い
）
（（
（

︒
加
え
て
専
制
思
想
の
賛
否
の
み
を
も
っ

て
貴
族
を
分
類
す
る
手
法
は
や
や
結
果
主
義
的
な
面
が
否
め
ず
︑
こ
の
点
に
も
コ
ー
ル
サ
コ
フ
の
研
究
の
限
界
が
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
な
ぜ
な

ら
ば
︑
政
変
に
お
い
て
専
制
が
表
立
っ
て
争
点
と
な
る
の
は
最
高
枢
密
院
が
約
定
書
を
貴
族
ら
の
前
で
明
ら
か
に
し
た
と
き
か
ら
で
は
な
く
︑

む
し
ろ
最
高
枢
密
院
議
員
オ
ス
テ
ル
マ
ン
と
チ
ェ
ル
カ
ッ
ス
キ
ー
が
提
携
し
始
め
た
時
期
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
最
終
的
に
専
制
と
い
う
錦
の

旗
印
を
も
っ
て
ア
ン
ナ
を
支
持
す
る
貴
族
た
ち
が
勝
利
し
た
も
の
の
︑
先
述
の
タ
チ
ー
シ
チ
ェ
フ
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
︑
こ
れ
ら
の
貴

族
が
思
想
に
お
い
て
︑
皇
帝
の
無
制
限
の
権
力
を
是
と
す
る
専
制
を
必
ず
し
も
支
持
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
と
は
い
う

も
の
の
︑
コ
ー
ル
サ
コ
フ
の
研
究
は
︑
史
料
紹
介
の
点
に
お
い
て
も
緻
密
な
考
察
の
点
に
お
い
て
も
︑
一
七
三
〇
年
政
変
研
究
の
基
礎
を
築
い

た
も
の
と
し
て
今
日
に
至
る
ま
で
有
益
で
あ
り
続
け
て
い
る
）
（（
（

︒

　

コ
ー
ル
サ
コ
フ
の
姿
勢
を
引
き
継
い
だ
ミ
リ
ュ
コ
ー
フ
は
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
側
の
一
次
史
料
を
用
い
て
史
料
を
拡
充
し
︑
コ
ー
ル
サ
コ
フ
の

論
説
に
論
理
的
整
合
性
を
与
え
た
︒
彼
に
よ
る
と
︑
政
変
当
初
か
ら
最
高
枢
密
院
以
外
の
貴
族
は
立
憲
主
義
者
と
専
制
主
義
者
に
明
確
に
分
か

れ
て
い
た
︒
そ
し
て
最
高
枢
密
院
は
︑
本
来
協
力
者
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
の
立
憲
主
義
派
を
自
ら
の
非
妥
協
的
な
態

度
に
よ
っ
て
専
制
支
持
派
と
の
共
闘
へ
と
走
ら
せ
︑
結
果
と
し
て
彼
ら
の
改
革
運
動
は
失
敗
し
た
）
（（
（

︒
ミ
リ
ュ
コ
ー
フ
の
研
究
は
貴
族
集
団
を
専

制
以
外
の
論
理
を
交
え
て
分
類
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
流
動
性
を
明
ら
か
に
し
︑
ま
た
政
変
に
お
け
る
貴
族
の
思
想
の
一
端
を
よ
り
具
体
的
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に
示
し
た
と
い
え
よ
う
︒

　

こ
う
し
て
政
変
に
は
寡
頭
体
制
の
陰
謀
と
立
憲
主
義
的
試
み
と
い
う
二
つ
の
対
照
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
︑
学
界
で
は

プ
ロ
コ
ポ
ー
ヴ
ィ
チ
の
叙
述
の
影
響
を
強
く
受
け
た
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
ら
に
よ
る
論
調
が
依
然
と
し
て
優
勢
で
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
祖
国
史
を

編
纂
し
た
ソ
連
時
代
の
歴
史
家
プ
ロ
タ
ー
ソ
フ
は
︑
一
七
三
〇
年
政
変
と
は
絶
対
君
主
制
の
最
終
発
展
の
時
期
に
生
じ
た
︑
あ
ま
り
重
要
で
な

い
党
派
間
の
権
力
争
い
に
過
ぎ
な
い
と
断
じ
て
お
り
︑
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
ら
の
評
価
を
支
持
し
て
い
る
）
（（
（

︒
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
歴
史
学
に
お
い
て
は
民

衆
運
動
や
階
級
闘
争
を
重
視
す
る
一
方
で
︑
こ
れ
ら
に
反
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
帝
政
時
代
に
対
し
て
は
否
定
的
な
評
価
を
下
す
こ
と
が
主

流
と
な
っ
て
お
り
︑
政
変
に
対
す
る
プ
ロ
タ
ー
ソ
フ
の
評
価
も
そ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
評
価
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
解
体

後
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
︒

　

た
と
え
ば
一
八
世
紀
史
研
究
者
で
あ
る
ア
ニ
ー
シ
モ
フ
は
最
高
枢
密
院
の
計
画
の
杜
撰
さ
を
痛
烈
に
指
摘
し
︑
そ
こ
に
こ
そ
政
変
を
寡
頭
体

制
樹
立
の
試
み
と
位
置
づ
け
る
理
由
が
存
在
す
る
と
し
た
）
（（
（

︒
ま
た
チ
ェ
ル
ニ
ー
コ
ヴ
ァ
も
最
高
枢
密
院
の
行
動
を
ピ
ョ
ー
ト
ル
改
革
に
対
す
る

貴
族
反
動
の
初
期
段
階
と
し
て
否
定
的
に
と
ら
え
︑
政
変
が
名
門
貴
族
に
よ
る
無
制
限
の
権
力
獲
得
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
）
（（
（

︒
そ
し

て
史
料
的
ア
ク
セ
ス
の
難
し
さ
か
ら
︑
ロ
シ
ア
人
研
究
者
の
用
い
た
史
料
や
分
析
を
も
と
に
独
自
の
研
究
を
進
め
た
欧
米
に
お
い
て
も
同
様
の

影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
と
え
ば
や
や
時
期
は
前
後
す
る
も
の
の
︑
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
で
あ
る
ラ
ン
セ
ル
は
︑
一
七
三
〇
年
政
変
全

体
を
扱
っ
た
論
文
で
︑
最
高
枢
密
院
の
試
み
を
限
定
的
な
寡
頭
政
治
の
企
て
と
す
る
点
に
お
い
て
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
ら
の
見
解
を
支
持
し
て
い

る
︒
そ
の
上
で
彼
は
最
高
枢
密
院
に
反
対
す
る
貴
族
や
専
制
支
持
者
は
合
理
的
で
︑
自
ら
の
階
級
の
関
心
を
理
解
し
て
い
た
と
し
︑
一
七
三
〇

年
政
変
と
は
旧
大
貴
族
が
体
現
す
る
最
高
枢
密
院
と
ピ
ョ
ー
ト
ル
勤
務
階
級
（
官
等
官
）
が
体
現
す
る
最
高
枢
密
院
反
対
派
の
対
立
と
い
う
図

式
で
あ
る
と
説
明
し
た
）
（（
（

︒
ま
た
︑
一
八
世
紀
を
専
門
と
し
な
い
モ
ス
ク
ワ
大
学
教
授
ク
リ
ュ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
も
同
様
の
立
場
か
ら
政
変
を
位
置

づ
け
︑
講
義
を
行
っ
た
）
（（
（

︒
こ
の
よ
う
な
動
き
に
よ
っ
て
政
変
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
は
学
界
の
み
な
ら
ず
︑
ロ
シ
ア
の
社
会
層
に
対
し
て
も

大
き
な
影
響
を
与
え
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
︒
こ
う
し
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
時
代
ま
で
の
政
変
研
究
に
お
い
て
は
︑
寡
頭
体
制
樹
立
の
試
み
と
い
う
評
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価
に
比
重
が
置
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
二
つ
の
評
価
が
併
存
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
︒

五　

現
代
の
歴
史
家
た
ち
─
二
つ
の
評
価
を
超
え
て

　

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
お
よ
び
ソ
連
解
体
以
降
︑
ロ
シ
ア
国
家
の
発
展
に
お
け
る
帝
政
期
の
役
割
が
積
極
的
に
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の

よ
う
な
潮
流
の
中
で
一
八
世
紀
に
関
し
て
は
︑
従
来
ピ
ョ
ー
ト
ル
改
革
や
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
二
世
の
治
世
と
断
絶
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
き
た
﹁
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
の
時
代
﹂
の
再
考
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
）
（（
（

︒
こ
れ
ら
の
研
究
の
大
き
な
特
徴
は
︑
当
時
の
政
策
や
統
治
階
級
へ

の
分
析
を
通
じ
て
︑﹁
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
の
時
代
﹂
を
含
め
た
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
全
体
を
連
続
し
た
改
革
の
時
代
と
位
置
づ
け
た
と
こ
ろ
に
あ

る
だ
ろ
う
）
（（
（

︒
な
か
で
も
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
欧
米
で
は
一
足
早
く
﹁
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
の
時
代
﹂
の
見
直
し
を
は
じ
め
︑
一
八
世
紀
の
貴

族
を
中
心
と
す
る
統
治
構
造
や
彼
ら
の
血
縁
関
係
︑
パ
ト
ロ
ン
＝
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
う
し
た
関
係
性
に

お
け
る
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
の
意
義
づ
け
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
（（
（

︒
一
七
三
〇
年
政
変
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
︑
寡
頭
体
制
樹
立
の
試

み
と
進
歩
的
立
憲
主
義
の
試
み
と
い
う
二
つ
の
評
価
の
ど
ち
ら
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
従
来
の
あ
り
方
か
ら
脱
却
し
︑
ど
ち
ら

か
の
評
価
に
限
定
せ
ず
に
こ
れ
ら
を
接
合
し
て
多
角
的
に
政
変
を
分
析
し
︑
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
動
き
や
︑
そ
も
そ
も
政
変

評
価
そ
の
も
の
に
あ
ま
り
深
入
り
し
な
い
立
場
が
徐
々
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
し
て
こ
う
し
た
動
き
と
と
も
に
︑
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
政
治

史
の
連
続
性
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
で
政
変
を
位
置
づ
け
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
こ
で
本
章
で
は
い
く
つ
か
の
研
究
に
焦
点

を
当
て
て
そ
の
独
自
性
を
整
理
し
た
上
で
︑
従
来
の
二
つ
の
評
価
か
ら
距
離
を
置
い
た
政
変
研
究
の
新
た
な
潮
流
に
つ
い
て
︑
再
構
築
し
︑
問

題
点
を
考
察
し
て
ゆ
く
︒

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
近
世
ロ
シ
ア
史
を
牽
引
し
て
き
た
ラ
エ
フ
は
︑
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
を
ピ
ョ
ー
ト
ル
改
革
に
伴
う
政
治
シ
ス
テ
ム
と
︑

そ
の
不
完
全
性
に
対
応
し
た
時
代
と
と
ら
え
た
︒
従
っ
て
彼
に
と
っ
て
の
政
変
と
は
寡
頭
体
制
の
試
み
で
も
立
憲
主
義
の
試
み
で
も
な
く
︑
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ピ
ョ
ー
ト
ル
改
革
の
欠
陥
を
露
呈
し
︑
そ
れ
を
改
善
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
明
ら
か
に
し
た
事
件
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
政
変
に
お
い
て
貴
族
が

最
高
枢
密
院
の
意
図
に
反
す
る
行
動
を
取
っ
た
理
由
を
﹁
あ
る
特
定
の
機
関
や
︑
限
ら
れ
た
範
囲
の
エ
リ
ー
ト
の
地
位
を
制
度
化
し
て
官
僚
制

化
す
る
こ
と
が
︑
国
家
の
勤
務
員
大
衆
に
対
し
て
︑
よ
り
大
き
な
安
全
を
い
つ
か
は
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
︑
彼
ら
勤
務
員
は
︑
そ

う
し
た
試
み
よ
り
も
︑
人
格
的
な
専
制
権
力
の
ほ
う
を
好
ん
だ
﹂
こ
と
に
あ
っ
た
と
し
た
︒
加
え
て
ド
ル
ゴ
ル
ー
キ
ー
一
族
の
よ
う
な
寵
臣

や
︑
彼
ら
を
は
じ
め
と
す
る
最
高
枢
密
院
が
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
支
配
に
反
対
す
る
動
き
を
結
集
さ
せ
う
る
存
在
で
あ
っ
た
の
が
︑
当
時

権
力
を
失
っ
て
形
骸
化
し
つ
つ
あ
っ
た
元
老
院
で
あ
る
と
し
︑
政
変
に
お
け
る
意
義
を
強
調
し
た
）
（（
（

︒
ま
た
︑
彼
は
先
述
の
コ
ー
ル
サ
コ
フ
が
用

い
た
史
料
を
は
じ
め
と
し
て
い
く
つ
か
の
政
治
草
案
を
英
訳
し
︑
こ
れ
ら
の
史
料
の
内
容
分
析
か
ら
独
自
に
政
変
時
の
貴
族
を
最
高
枢
密
院
︑

ゲ
ネ
ラ
リ
テ
ー
ト
︑
そ
の
他
の
官
等
表
貴
族
に
分
類
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
ラ
エ
フ
は
貴
族
を
細
分
化
さ
れ
た
集
団
と
み
な
す
コ
ー

ル
サ
コ
フ
の
立
場
を
継
承
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
）
（（
（

︒
し
か
し
彼
の
関
心
は
従
来
の
二
つ
の
評
価
の
ど
ち
ら
か
に
与
す
る
こ
と
に
で
は
な
く
︑
あ

く
ま
で
も
政
変
を
ピ
ョ
ー
ト
ル
改
革
の
不
完
全
性
の
発
露
と
し
て
︑
改
革
の
時
代
た
る
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
政
治
史
の
流
れ
の
中
に
有
機
的
に
位

置
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒

　

一
方
︑
ミ
ー
ハ
ン
＝
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
は
官
等
と
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
一
七
三
〇
年
は
じ
め
の
ゲ
ネ
ラ
リ
テ
ー
ト
一
七
九
人
の
リ
ス
ト
に
︑
社

会
的
出
自
や
財
産
状
況
︑
そ
し
て
一
族
に
ゲ
ネ
ラ
リ
テ
ー
ト
が
ど
の
程
度
存
在
す
る
か
と
い
っ
た
デ
ー
タ
を
加
え
た
も
の
を
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ

フ
ィ
ー
的
手
法
で
分
析
し
た
︒
彼
女
の
研
究
も
︑
そ
れ
ま
で
の
二
項
対
立
的
な
政
変
評
価
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
両
者
を
接
合
し
︑
更
に

ピ
ョ
ー
ト
ル
改
革
前
夜
か
ら
の
エ
リ
ー
ト
貴
族
の
連
続
性
か
ら
政
変
を
再
構
築
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
彼
女
は
自

ら
の
研
究
を
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
に
よ
る
評
価
を
継
承
す
る
ラ
ン
セ
ル
と
基
本
的
に
同
じ
立
場
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
も
の
の
︑
そ
の
一
方

で
コ
ー
ル
サ
コ
フ
の
貴
族
分
類
を
も
と
に
そ
の
改
変
を
試
み
て
い
る
︒
彼
女
に
よ
る
と
ロ
シ
ア
の
政
治
シ
ス
テ
ム
は
︑
専
制
と
エ
リ
ー
ト
貴
族

の
複
雑
な
関
係
性
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
︒
そ
の
実
際
の
機
能
と
貴
族
の
果
た
し
た
役
割
は
︑
政
治
危
機
の
時
に
表
面
化
す
る
と
し
て
︑
歴
史
家

が
こ
の
政
変
を
扱
う
意
義
を
強
調
し
︑
貴
族
間
の
関
係
性
に
対
す
る
自
身
の
関
心
に
基
づ
き
︑
丁
寧
な
政
変
描
写
を
行
っ
た
︒
加
え
て
い
く
つ
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か
の
政
治
草
案
の
内
容
分
析
を
通
し
て
貴
族
階
級
こ
そ
が
政
変
に
お
い
て
指
導
的
立
場
を
貫
い
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
）
（（
（

︒
彼
女
の
関
心
は
︑

そ
れ
ま
で
ピ
ョ
ー
ト
ル
改
革
前
後
で
エ
リ
ー
ト
貴
族
の
大
き
な
入
れ
替
え
が
あ
っ
た
と
す
る
学
説
に
対
し
て
︑
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
が
新
た
な
人

材
を
採
用
し
つ
つ
も
従
来
の
エ
リ
ー
ト
貴
族
を
利
用
し
︑
組
織
化
し
て
い
た
と
い
う
人
的
連
続
性
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
に

こ
う
し
た
立
場
か
ら
彼
女
は
最
高
枢
密
院
の
試
み
の
失
敗
の
理
由
を
次
の
よ
う
な
も
の
と
分
析
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
ピ
ョ
ー
ト
ル
改
革
以
降

も
︑
モ
ス
ク
ワ
大
公
国
時
代
の
名
門
貴
族
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
層
が
依
然
と
し
て
高
い
政
治
的
・
経
済
的
地
位
を
保
持
し
︑
政
治
と
財

産
に
関
す
る
内
輪
争
い
と
共
謀
を
繰
り
返
し
て
い
た
︒
し
か
し
彼
ら
は
︑
自
由
裁
量
の
皇
帝
権
力
に
よ
っ
て
財
産
を
下
賜
・
没
収
さ
れ
る
と
い

う
状
況
に
置
か
れ
る
こ
と
で
︑
皇
帝
に
生
殺
与
奪
権
を
握
ら
れ
︑
皇
帝
に
依
存
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
状
況
に
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な

皇
帝
に
対
す
る
依
存
の
強
さ
ゆ
え
に
︑
本
来
社
会
・
経
済
的
に
優
越
性
を
持
つ
は
ず
の
貴
族
は
︑
政
変
に
お
い
て
専
制
の
制
限
に
つ
な
が
る
立

憲
君
主
制
な
ど
の
統
治
形
態
に
移
行
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
）
（（
（

︒
こ
の
よ
う
に
モ
ス
ク
ワ
大
公
国
時
代
か
ら
続
く
エ
リ
ー
ト
貴
族
の
連
続
性
に

こ
そ
政
変
の
失
敗
理
由
が
あ
る
と
し
た
ミ
ー
ハ
ン
＝
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
の
解
釈
は
︑
一
八
世
紀
と
い
う
時
代
の
連
続
性
の
中
に
政
変
を
位
置
づ

け
︑
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
が
抱
え
て
い
た
政
治
的
問
題
点
の
発
露
の
場
と
し
て
政
変
を
と
ら
え
た
と
い
う
点
で
ラ
エ
フ
と
同
様
の
立
場
に
あ
る
と

い
え
よ
う
︒

　

ま
た
帝
位
継
承
を
通
じ
て
一
八
世
紀
の
分
析
を
試
み
た
ウ
ィ
ッ
タ
カ
ー
の
研
究
も
︑
政
変
へ
の
言
及
を
行
っ
て
い
る
︒
彼
女
は
ペ
レ
ス
ト
ロ

イ
カ
以
降
一
八
世
紀
研
究
を
本
格
化
さ
せ
て
い
っ
た
が
︑
一
八
世
紀
帝
政
ロ
シ
ア
の
統
治
構
造
が
皇
帝
と
エ
リ
ー
ト
貴
族
と
の
関
係
性
に
よ
っ

て
作
ら
れ
る
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
一
八
世
紀
の
帝
位
継
承
に
際
し
て
帝
位
継
承
法
の
不
備
を
補
う
も
の
と
し
て
①
皇
帝
に
よ
る
指
名
︑
②
王

朝
的
正
当
性
（
血
統
）︑
③
適
性
︑
④
人
民
に
よ
る
﹁
選
挙election
﹂
が
あ
っ
た
と
し
︑
特
に
人
民
に
よ
る
﹁
選
挙
﹂
の
重
要
性
に
着
目
し

た
︒
そ
し
て
派
閥
間
の
陰
謀
︑
武
力
行
使
︑
側
近
政
治
や
外
国
か
ら
の
介
入
に
よ
っ
て
次
代
皇
帝
が
決
定
す
る
と
︑
近
衛
兵
や
そ
の
場
に
居
合

わ
せ
た
貴
族
が
歓
呼
で
も
っ
て
迎
え
る
﹁
合
意
﹂
こ
そ
が
﹁
選
挙
﹂
で
あ
り
︑
ま
さ
に
一
七
三
〇
年
政
変
に
お
け
る
ア
ン
ナ
の
推
戴
は
こ
の
エ

リ
ー
ト
貴
族
に
よ
る
﹁
選
挙
﹂
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
）
（（
（

︒
こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
ッ
タ
カ
ー
は
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
に
よ
る
帝
位
継
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承
法
が
有
効
で
あ
っ
た
一
八
世
紀
に
お
け
る
帝
位
継
承
の
独
自
の
仕
組
み
の
中
に
︑
政
変
に
よ
っ
て
即
位
し
た
ア
ン
ナ
推
戴
を
位
置
づ
け
る
こ

と
で
︑
ラ
エ
フ
や
ミ
ー
ハ
ン
＝
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
同
様
に
一
八
世
紀
の
連
続
性
の
中
で
政
変
の
再
定
義
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

　

以
上
の
よ
う
に
政
変
に
関
す
る
近
年
の
研
究
は
︑
寡
頭
体
制
樹
立
の
試
み
と
進
歩
的
立
憲
主
義
の
試
み
と
い
う
二
つ
の
評
価
の
ど
ち
ら
か
に

位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
従
来
の
あ
り
方
か
ら
距
離
を
置
き
︑
一
八
世
紀
を
一
つ
の
連
続
し
た
時
代
と
す
る
観
点
か
ら
個
別
の
テ
ー
マ

に
沿
っ
て
政
変
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
分
析
が
進
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
ロ
シ
ア
の
帝
政
を
支
え
た
統
治
階
級
の
実
態
を

解
明
す
る
と
い
う
問
題
意
識
を
共
通
に
有
し
︑
そ
こ
か
ら
統
治
階
級
に
お
け
る
血
縁
関
係
や
パ
ト
ロ
ン
＝
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係
︑
彼
ら
の
関
与

し
た
統
治
構
造
︑
一
七
世
紀
か
ら
の
連
続
性
な
ど
と
い
っ
た
個
別
の
テ
ー
マ
へ
と
派
生
す
る
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
政
治
史
の
研
究
の
あ
り
方
と
連

動
す
る
も
の
で
あ
る
）
（（
（

︒

　

こ
う
し
た
近
年
の
動
向
は
︑
政
変
評
価
に
決
着
を
つ
け
る
こ
と
に
固
執
し
て
い
た
そ
れ
ま
で
の
二
つ
の
潮
流
に
新
た
な
視
点
を
提
示
し
た
と

い
う
点
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
︒
本
来
一
七
三
〇
年
政
変
は
両
義
的
で
︑
ア
ン
ナ
に
専
制
の
回
復
を
嘆
願
し
︑
最
高
枢
密
院
の
企
て
を
挫
い
た

貴
族
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
寡
頭
体
制
樹
立
の
試
み
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
ま
た
皇
帝
に
よ
る
専
制
を
制
限
し
て
新
た
な
統
治
形
態
を
樹
立

し
よ
う
と
し
た
最
高
枢
密
院
か
ら
す
る
な
ら
ば
進
歩
的
立
憲
主
義
の
試
み
と
定
義
づ
け
ら
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
二
つ
の
評
価
に
決
着
を
つ
け

る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
︒
現
代
の
歴
史
家
た
ち
の
関
心
は
︑
二
つ
の
評
価
か
ら
あ
る
程
度
の
距
離
を
置
き
︑
政
変
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト

貴
族
の
人
間
関
係
や
帝
位
継
承
の
シ
ス
テ
ム
に
焦
点
を
置
く
こ
と
で
︑
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
の
政
治
シ
ス
テ
ム
を
再
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い

え
よ
う
︒
こ
の
よ
う
に
政
変
そ
の
も
の
の
だ
け
で
は
な
く
︑
一
八
世
紀
と
い
う
大
き
な
時
間
軸
の
一
要
素
と
し
て
政
変
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

り
︑
政
変
に
お
け
る
人
的
関
係
や
貴
族
た
ち
の
抱
い
て
い
た
政
治
思
想
な
ど
の
面
が
次
々
と
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
︒
し
か
し
そ
の
一
方

で
︑
政
変
そ
の
も
の
の
展
開
や
全
体
像
が
な
お
ざ
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
も
生
じ
て
い
る
︒
ま
た
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
以
降
︑
政
変
に
関

与
し
た
プ
ロ
コ
ポ
ー
ヴ
ィ
チ
︑
ゴ
リ
ツ
ィ
ン
︑
タ
チ
ー
シ
チ
ェ
フ
ら
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
︑
当
時
の
貴
族
︑
知
識
人

の
思
想
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
動
向
も
現
れ
る
が
︑
や
は
り
そ
の
多
く
は
政
変
そ
の
も
の
に
あ
ま
り
言
及
し
て
い
な
い
）
（（
（

︒
そ
れ
は
特
に
欧
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米
の
研
究
者
に
顕
著
な
問
題
で
あ
る
が
︑
一
次
史
料
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
制
約
か
ら
積
極
的
に
政
変
を
位
置
づ
け
る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
あ
る
い
は
一
八
世
紀
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
を
設
定
し
て
も
︑
や
は
り
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
や
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
二
世
の
治

世
に
比
重
が
置
か
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
︒

　

近
年
ロ
シ
ア
本
国
に
お
い
て
は
︑
プ
ロ
ー
ト
ニ
コ
フ
と
ク
ー
ル
キ
ン
が
積
極
的
に
政
変
に
関
す
る
論
文
や
研
究
書
を
発
表
し
︑
従
来
の
二
つ

の
評
価
か
ら
意
図
的
に
脱
却
し
て
こ
れ
ま
で
の
ロ
シ
ア
内
外
に
お
け
る
研
究
を
包
括
し
︑
政
変
を
ミ
ク
ロ
な
視
点
と
マ
ク
ロ
な
視
点
を
交
え
て

多
角
的
に
解
釈
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
）
（（
（

︒
特
に
一
七
三
〇
年
政
変
そ
の
も
の
を
扱
っ
た
﹃
一
七
三
〇
年
一
月
一
九
日
～
二
月
二
五
日
：
事
件
・

人
々
・
史
料
﹄
で
は
︑
政
変
に
関
す
る
多
数
の
史
料
を
分
類
︑
紹
介
し
︑
政
変
に
関
与
し
た
貴
族
の
思
想
や
各
草
案
の
署
名
者
の
背
景
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
た
意
欲
的
な
研
究
で
あ
る
）
（（
（

︒
こ
う
し
た
デ
ー
タ
を
も
と
に
政
変
研
究
の
更
な
る
進
展
が
期
待
さ
れ
て
い
る
︒

お
わ
り
に

　

以
上
に
よ
う
に
︑
一
七
三
〇
年
政
変
に
関
す
る
研
究
は
三
つ
の
段
階
を
経
な
が
ら
進
展
し
て
き
た
と
い
え
る
が
︑
な
に
よ
り
初
期
の
否
定
的

な
評
価
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
︒
繰
り
返
し
に
な
る
が
論
点
を
整
理
す
る
と
︑
ま
ず
政
変
参
加
者
の
叙
述
を
用
い
て
︑
ソ
ロ
ヴ
ィ

ヨ
ー
フ
ら
が
最
高
枢
密
院
に
よ
る
寡
頭
政
治
体
制
樹
立
の
試
み
の
失
敗
と
し
て
政
変
を
否
定
的
に
評
価
し
た
︒
次
い
で
コ
ー
ル
サ
コ
フ
ら
が
︑

こ
う
し
た
単
純
化
の
傾
向
を
見
直
す
形
で
︑
政
変
を
進
歩
的
な
立
憲
主
義
と
肯
定
的
に
評
価
し
た
︒
し
か
し
後
者
は
や
や
政
変
を
理
想
化
し
す

ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
り
︑
ま
た
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
の
権
威
の
大
き
さ
ゆ
え
に
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
ら
の
評
価
に
比
重
が
置
か
れ
な
が
ら
こ
れ
ら

二
つ
の
評
価
が
併
存
す
る
状
態
が
続
い
た
︒
そ
し
て
近
年
で
は
こ
れ
ら
二
つ
の
評
価
に
決
着
を
つ
け
る
風
潮
か
ら
距
離
を
置
き
︑
一
八
世
紀
を

一
貫
し
て
改
革
の
時
代
と
み
な
し
︑
政
変
を
そ
の
枠
組
み
の
中
で
継
起
す
る
事
件
の
一
つ
と
位
置
づ
け
︑
人
的
結
合
関
係
や
帝
位
継
承
︑
政
治

シ
ス
テ
ム
と
い
っ
た
視
点
か
ら
︑
政
変
の
様
々
な
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
現
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
う
し
た
大
き
な
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枠
組
み
の
中
で
政
変
を
扱
う
こ
と
の
問
題
点
は
︑
政
変
そ
の
も
の
の
展
開
や
評
価
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
傾
向
を
惹
起
す
る
︒

　

そ
し
て
こ
れ
ら
の
研
究
を
経
て
も
政
変
の
実
態
解
明
に
つ
い
て
は
︑
未
だ
多
く
の
課
題
が
残
っ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
近
衛
連
隊
や
外
国
の

大
使
︑
官
等
官
以
外
の
者
が
実
際
の
政
変
に
ど
れ
ほ
ど
関
与
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
実
証
研
究
が
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
ま
た
︑
多
く
の
研
究
が
二
月
二
五
日
の
約
定
書
破
棄
で
終
わ
っ
て
お
り
︑
政
変
後
の
貴
族
の
行
く
末
が
政
変
と
ど
の
よ
う
に
連
動
し

て
︑
あ
る
い
は
関
係
づ
け
ら
れ
て
決
め
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
検
証
が
必
要
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
の
分
析
を
踏
ま
え
︑
そ
の

他
の
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
と
併
せ
て
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
に
お
け
る
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
が
政
治
装
置
と
し
て
果
た
し
た
機
能
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
︒
本
稿
で
は
政
変
を
史
学
史
的
に
整
理
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
︑
政
変
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
︑
最
高
枢
密
院
議

員
個
々
人
や
政
変
後
の
彼
ら
の
処
遇
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
政
変
を
ミ
ク
ロ
な
視
点
と
マ
ク
ロ
な
視
点
の

双
方
か
ら
再
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
展
望
に
過
ぎ
な
い
が
私
見
を
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
︑
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
は

ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
時
代
に
創
設
︑
改
変
さ
れ
た
統
治
機
構
や
様
々
な
制
度
が
た
び
た
び
そ
の
欠
陥
を
露
呈
し
︑
そ
の
場
そ
の
場
で
こ
れ
ら
の
問

題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
（
処
理
し
き
れ
ず
に
）
い
た
時
代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
ゆ
え
に
一
八
世
紀
ロ
シ
ア

に
お
け
る
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
は
︑
こ
う
し
た
新
た
な
シ
ス
テ
ム
の
不
完
全
さ
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
理

想
の
政
治
体
制
の
実
現
を
模
索
し
た
少
数
の
﹁
知
識
人
﹂
と
自
己
の
利
害
に
よ
っ
て
場
当
た
り
的
に
行
動
し
た
大
多
数
の
貴
族
が
入
り
乱
れ
た

一
七
三
〇
年
政
変
に
お
い
て
は
︑
そ
の
混
沌
と
し
た
状
況
の
中
で
問
題
を
強
引
に
片
づ
け
る
た
め
に
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
が
利
用
さ
れ
た
と
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
︒
こ
の
よ
う
な
諸
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
︒
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デ
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治
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制
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制
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い
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皇
帝
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適
格
者
が
帝

位
に
つ
い
た
場
合
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こ
れ
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去
し
︑
制
度
の
延
命
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は
か
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あ
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︒
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九
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宮
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デ
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︒
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︑
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密
院
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帝
を
議
長
と
し
て
︑最
高
権
力
と

一
体
と
な
っ
て
活
動
し
た
︒
勅
令
は
最
高
枢
密
院
に
お
い
て
完
全
に

成
立
し
な
け
れ
ば
発
布
さ
れ
ず
︑
最
終
的
に
は
皇
帝
の
承
認
が
必
要

で
あ
っ
た
︒
帝
位
継
承
に
関
す
る
事
項
を
除
い
て
皇
帝
と
同
権
で
あ

る
こ
と
が
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め
ら
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た
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８
）	 С

едов, С
.А. П
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тка государственного переворота 1730 

года в России// В
опросы

 И
стории. Т.7. 1998. C

.47-62. 

（
９
）	

直
訳
す
る
と
﹁
条
件
﹂
と
い
う
意
味
で
︑
こ
れ
ま
で
﹁
条
件
﹂︑

﹁
諸
条
件
﹂︑﹁
約
定
書
﹂︑﹁
誓
約
書
﹂
と
い
う
訳
語
が
用
い
ら
れ
て

き
た
︒
こ
こ
で
は
︑
一
般
的
な
﹁
条
件
﹂
と
は
異
な
り
︑
な
お
か
つ

ア
ン
ナ
と
最
高
枢
密
院
の
間
で
一
度
は
合
意
が
結
ば
れ
た
と
い
う
観

点
か
ら
﹁
約
定
書
﹂
と
い
う
語
を
採
る
も
の
と
す
る
︒
な
お
︑
そ
の

最
終
稿
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

全
能
の
神
の
意
志
と
全
ロ
シ
ア
の
人
民
の
共
通
の
願
い
の
ゆ
え

に
︑
余
は
最
も
輝
か
し
い
至
高
の
君
主
で
あ
り
︑
全
ロ
シ
ア
の
皇

帝
に
し
て
専
制
君
主
︑
余
の
最
愛
の
君
主
に
し
て
甥
で
あ
る

ピ
ョ
ー
ト
ル
二
世
の
崩
御
の
後
︑
全
ロ
シ
ア
の
帝
位
に
就
い
た
︒

そ
し
て
神
の
教
え
に
従
っ
て
︑
余
は
輝
か
し
い
至
上
の
神
の
名
に

お
い
て
統
治
し
︑
余
の
す
べ
て
の
国
家
と
す
べ
て
の
帝
国
臣
民
の
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幸
福
の
た
め
に
仕
え
る
つ
も
り
で
あ
る
し
︑
そ
れ
を
望
む
︒

　

そ
れ
ゆ
え
︑
余
は
ギ
リ
シ
ア
正
教
の
保
持
の
み
な
ら
ず
普
及
に

可
能
な
限
り
余
の
主
要
な
関
心
と
努
力
を
向
け
る
こ
と
を
固
く
誓

う
︒
ま
た
ロ
シ
ア
の
帝
冠
を
受
け
取
っ
た
余
は
︑
生
命
あ
る
限
り

婚
姻
の
契
約
を
結
ぶ
こ
と
も
い
か
な
る
後
継
者
を
指
名
す
る
こ
と

も
し
な
い
︒
そ
し
て
す
べ
て
の
身
分
の
統
合
と
幸
福
が
適
切
な
評

議
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
よ
う
に
︑
余
は
最
高
枢
密
院
の
八
人
の
構

成
員
を
存
続
さ
せ
︑
最
高
枢
密
院
の
合
意
な
し
に
以
下
の
こ
と
を

し
な
い
と
誓
う
︒

　
　

一
．
い
か
な
る
国
と
も
戦
争
を
始
め
な
い
︒

　
　

二
．
講
和
条
約
を
締
結
し
な
い
︒

　
　

三
．
余
の
帝
国
臣
民
に
新
た
な
税
を
負
わ
せ
な
い
︒

　
　

四
． 

軍
官
で
も
文
官
で
も
大
佐
以
上
の
高
位
に
昇
進
さ
せ
る

こ
と
は
し
な
い
し
︑
高
い
官
職
に
任
命
す
る
こ
と
も
し

な
い
︒
そ
し
て
近
衛
隊
と
そ
の
他
の
連
隊
は
最
高
枢
密

院
の
権
限
の
も
と
に
お
く
も
の
と
す
る
︒

　
　

五
． 

裁
判
な
し
に
貴
族
の
生
命
︑
財
産
︑
特
権
を
剥
奪
し
な

い
︒

　
　

六
．
世
襲
地
も
村
落
も
賜
与
し
な
い
︒

　
　

七
．
ロ
シ
ア
人
も
外
国
人
も
宮
廷
の
官
職
に
任
命
し
な
い
︒

　
　

八
．
国
家
歳
入
を
使
用
し
な
い
︒

　
　

そ
し
て
余
の
か
け
が
え
の
な
い
よ
き
慈
悲
の
も
と
に
帝
国
臣
民
を

置
く
︒
も
し
余
が
こ
れ
ら
の
誓
い
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
︑

ロ
シ
ア
の
帝
位
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

　
　

Российский государственны
й архив древних актов. Ф

.3 
О

п.1. N
o.6. Л

.32-45об. 

（Курукин И
.В

. П
лотников А

.Б. 19 
января - 25 февраля 1730 года: С

обы
тия, лю

ди, документы
. 

(С
ерия <И

сторические исследования>). М
., 2010. C

.123-136.

よ
り
転
引
用
）︒ Raeff, M

arc, Plans for Political Reform
 in Im

perial 
Russia, 1730-1905, N

ew
 Jersey, 1966, pp.45-46. ﹃

西
洋
史
料
集

成
﹄
平
凡
社
︑
一
九
五
六
年
︑
四
二
一
頁
︒

（
10
）	

以
下
︑
年
代
に
つ
い
て
は
露
暦
（
ユ
リ
ウ
ス
暦
）
に
基
づ
い
て

記
す
︒
西
暦
（
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
暦
）
に
換
算
す
る
に
は
︑
露
暦
の
一

七
〇
〇
年
二
月
一
九
日
か
ら
一
八
〇
〇
年
二
月
一
七
日
ま
で
の
間
は

一
一
日
を
加
え
る
︒

（
11
）	

阿
部
重
雄
﹃
タ
チ
ー
シ
チ
ェ
フ
研
究
─
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
一
官

僚
＝
知
識
人
の
生
涯
と
業
績
﹄　

刀
水
書
房
︑
一
九
九
六
年
︑
二
八

三
頁
︒

（
12
）	

リ
ュ
ー
リ
ク
朝
の
流
れ
を
汲
む
名
門
ド
ル
ゴ
ル
ー
キ
ー
家
の
出

身
で
︑
最
高
枢
密
院
議
員
︒
ア
レ
ク
セ
イ
の
息
子
イ
ヴ
ァ
ン
は

ピ
ョ
ー
ト
ル
二
世
の
寵
臣
で
あ
っ
た
た
め
に
二
〇
歳
に
し
て
主
席
侍

従
と
軍
司
令
官
に
任
命
さ
れ
︑
聖
ア
ン
ド
レ
イ
勲
章
を
授
与
さ
れ

た
︒
皇
帝
の
寵
愛
を
得
て
勢
力
を
拡
大
し
た
一
族
で
あ
っ
た
が
︑
政

変
後
に
彼
ら
は
偽
遺
言
状
作
成
の
罪
に
問
わ
れ
て
家
族
と
と
も
に
ベ

リ
ョ
ゾ
フ
村
へ
流
刑
に
処
さ
れ
た
︒

（
13
）	
リ
ト
ア
ニ
ア
大
公
の
子
孫
で
︑
大
貴
族
（
ボ
ヤ
ー
リ
ン
）
で

あ
っ
た
︒
一
七
世
紀
末
に
実
権
を
掌
握
し
た
摂
政
ソ
ー
フ
ィ
ヤ
（
一
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六
五
七
︲
一
七
〇
四
）
の
寵
臣
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
シ
ー
リ
ー
・
ヴ
ァ
シ

リ
エ
ー
ヴ
ィ
チ
・
ゴ
リ
ツ
ィ
ンВ

асилий В
асильевич Голицы

н
（
一
六
四
三
︲
一
七
一
四
）
は
彼
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
︒
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
留
学
の
後
︑
キ
エ
フ
県
知
事
を
務
め
た
︒
キ
エ
フ
で
の
勤
務

中
に
キ
エ
フ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
学
者
を
集
め
て
学
問
的
討
論
を
行
わ

せ
︑
外
国
語
の
重
要
な
文
献
を
ロ
シ
ア
語
に
翻
訳
さ
せ
る
な
ど
教
育

事
業
に
も
積
極
的
に
か
か
わ
り
︑
高
い
教
養
を
備
え
た
知
識
人
と
し

て
知
ら
れ
た
︒
政
変
後
︑
政
治
の
一
線
か
ら
退
い
た
も
の
の
︑
そ
の

後
反
逆
罪
の
疑
い
で
シ
ュ
リ
ッ
セ
ル
ブ
ル
ク
へ
投
獄
さ
れ
た
︒

（
14
）	

一
七
一
一
年
の
プ
ル
ー
ト
遠
征
に
際
し
︑
皇
帝
の
不
在
時
に
お

け
る
国
政
を
行
う
九
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ

た
︒
当
初
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
は
軍
隊
や
外
務
か
ら
の
干
渉
を
受
け
ず

に
国
内
行
政
を
統
括
す
る
こ
と
を
構
想
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
最

高
枢
密
院
設
置
ま
で
は
︑
立
法
・
行
政
・
司
法
の
統
括
を
行
っ
て
い

た
が
︑
法
令
に
よ
っ
て
そ
の
定
義
や
職
権
は
明
確
に
規
定
さ
れ
な
い

ま
ま
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
最
終
決
定
権
は
引
き
続
き
皇
帝
に
存

在
す
る
こ
と
と
な
り
︑
元
老
院
そ
の
も
の
の
構
造
や
手
続
き
上
の
規

定
は
皇
帝
の
意
思
に
よ
っ
て
頻
繁
に
変
化
し
た
︒Yaney, G

eorge 
L

., The System
atization of Russian G

overnm
ent : Social 

Evolution in the D
om

estic Adm
inistration of Im

perial Russia, 
1711-1905, Illinois, 1973, pp.63-66. 

田
中
良
英
﹁
一
八
世
紀
初
頭

に
お
け
る
ツ
ァ
ー
リ
と
エ
リ
ー
ト
─
元
老
院
の
地
位
と
活
動
を
手
が

か
り
と
し
て
─
﹂﹃
ス
ラ
ヴ
研
究
﹄
第
四
六
号
︑
一
九
九
九
年
︑
九

一
︲
一
二
四
頁
︒

（
15
）	

ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
に
よ
る
教
会
改
革
の
一
環
と
し
て
一
七
二
一

年
に
廃
止
さ
れ
た
総
主
教
制
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
︑
新
た
に
設
置

さ
れ
た
高
位
聖
職
者
に
よ
る
合
議
体
と
し
て
の
機
関
︒
こ
れ
に
よ
っ

て
︑
教
会
は
皇
帝
の
支
配
下
に
入
り
︑
皇
帝
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た

俗
人
が
院
長
を
務
め
た
︒

（
16
）	

官
等
表
に
お
け
る
一
等
官
か
ら
四
等
官
ま
で
の
高
位
文
官
・
武

官
・
宮
内
官
を
指
す
︒
直
訳
は
﹁
将
官
団
﹂
な
い
し
﹁
小
軍
団
﹂
で

あ
る
が
︑
将
軍
相
当
位
の
文
官
や
宮
内
官
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
︑

こ
こ
で
は
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
﹁
ゲ
ネ
ラ
リ
テ
ー
ト
﹂
と
す
る
︒

（
17
）	 РГА

Д
А

. Ф
.3. О

п.1. N
o.5. Л

.3-5　
（Курукин. C

.150-152.

よ
り
転
引
用
）︒

（
18
）	 R

aleigh, D
onald J., Iskenderov, A

. A
., The Em

perors and 
Em

presses of Russia: Rediscovering the Rom
anovs, N

ew
 Y

ork , 
1996, pp.37-65.

（
19
）	

最
高
枢
密
院
議
員
で
あ
っ
た
ア
レ
ク
セ
イ
・
ド
ル
ゴ
ル
ー
キ
ー

の
従
兄
弟
に
あ
た
る
︒
外
交
に
お
い
て
活
躍
し
︑
ピ
ョ
ー
ト
ル
二
世

の
即
位
と
と
も
に
最
高
枢
密
院
議
員
に
任
命
さ
れ
る
と
︑
最
高
枢
密

院
議
員
メ
ン
シ
コ
フ
を
失
脚
さ
せ
て
実
権
を
握
っ
た
︒
一
七
三
〇
年

政
変
の
後
︑
一
旦
追
放
刑
に
処
さ
れ
る
が
︑
そ
の
後
ピ
ョ
ー
ト
ル
二

世
の
偽
遺
言
状
作
成
の
罪
に
よ
っ
て
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
で
処
刑
さ
れ
た
︒

（
20
）	

元
老
院
院
長
の
職
務
は
皇
帝
に
直
属
し
て
元
老
院
を
運
営
し
︑

ま
た
軍
隊
や
諸
参
議
会
に
よ
る
行
政
上
の
不
正
を
監
視
す
る
監
察
官

фискал
と
行
政
官прокурор

（
従
来
の
用
語
で
は
検
察
官
）
を
取

り
ま
と
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
役
職
は
こ
れ
ま
で
一
般
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的
に
﹁
検
事
総
長
﹂
と
邦
訳
さ
れ
て
き
た
が
︑
実
際
の
職
務
内
容
と

の
乖
離
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
従
っ
て
本
稿
で
は
裁
判
的

職
掌
の
み
を
連
想
さ
せ
る
旧
来
の
語
で
は
な
く
︑﹁
元
老
院
院
長
﹂

と
す
る
︒　

（
21
）	

阿
部
︑
前
掲
書
︑
二
八
三
頁
︒

（
22
）	

ク
リ
ュ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
と
︑
こ
の
時
に
提
出
さ
れ
た
あ

る
い
は
準
備
が
な
さ
れ
た
意
見
︑
覚
書
︑
草
案
は
全
部
で
一
三
存
在

し
︑
そ
こ
に
は
一
〇
〇
〇
名
以
上
の
署
名
が
見
ら
れ
る
も
の
の
現
在

そ
の
存
在
を
確
認
で
き
る
も
の
は
七
点
の
み
で
あ
る
︒Записки 

дю
ка Л

ирийского// Русский архив. 1909. N
о.3. С

.379-382. 

（Курукин. C
.123-136.

よ
り
転
引
用
）︒
ク
リ
ュ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
︑

前
掲
書
︑
三
三
三
頁
︒

（
23
）	

な
お
︑
補
足
文
書
は
そ
の
後
加
筆
修
正
さ
れ
て
︑
宣
誓
条
項

пункты
 присяги

と
な
る
︒

（
24
）	

た
と
え
ば
︑
後
に
ア
ン
ナ
治
世
下
で
勢
力
を
拡
大
し
つ
つ
も
︑

政
治
闘
争
に
敗
れ
る
こ
と
に
な
る
カ
ザ
ン
県
知
事
ア
ル
テ
ー
ミ
ー
・

ペ
ト
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
・
ヴ
ォ
ル
イ
ン
ス
キ
ーА

ртемий П
етрович 

В
олы

нский

（
一
六
八
九
︲
一
七
四
〇
）
は
こ
う
し
た
状
況
を
伝
え

聞
き
︑
書
簡
に
お
い
て
﹁
神
よ
︑
一
人
の
専
制
君
主
の
代
わ
り
に
独

裁
的
で
強
力
な
一
〇
も
の
家
門
（
に
よ
る
支
配
の
運
命
）
か
ら
我
々

を
お
救
い
下
さ
い
﹂
と
記
し
︑﹁
こ
の
ま
ま
で
は
我
々
貴
族
は
敗
者

に
す
ぎ
な
く
な
り
︑
こ
れ
ま
で
に
な
く
惨
め
に
屈
服
せ
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
者
の
慈
悲
を
求
め
る
だ
ろ
う
﹂
と
危

機
感
を
募
ら
せ
て
い
る
︒K

am
enskii, A

leksandr B
. (G

riffiths, 

D
avid M

ark), The Russian Em
pire in the Eighteenth C

entury : 
Searching for a Place in the W

orld, N
ew

 York, 1997, p.143.

（
25
）	

た
だ
し
同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
大
使
ロ
ン
デ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
こ
れ

は
仮
病
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒M

eehan-W
aters, B

renda, Autocracy 
&

 Aristocracy : the Russian Service Elite of 1730, N
ew

 Jersey, 
1982, pp.134-135.

（
26
）	

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
ボ
ー
フ
ム
に
生
ま
れ
る
︒
ア
ム
ス
テ

ル
ダ
ム
で
ロ
シ
ア
海
軍
提
督
ク
ル
イ
ス
の
秘
書
と
な
っ
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
ロ
シ
ア
に
お
け
る
勤
務
を
開
始
し
︑
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世

に
よ
っ
て
通
訳
官
（
後
に
秘
書
官
）
と
し
て
登
用
さ
れ
︑
頭
角
を
現

し
て
い
っ
た
︒
特
に
大
北
方
戦
争
に
お
け
る
ニ
シ
ュ
タ
ッ
ト
講
和
条

約
締
結
を
成
功
さ
せ
た
こ
と
は
︑
彼
の
外
交
分
野
に
お
け
る
才
能
を

示
し
て
い
る
︒
こ
の
功
績
に
よ
り
男
爵
に
叙
さ
れ
た
オ
ス
テ
ル
マ
ン

は
一
七
二
〇
年
代
に
ロ
シ
ア
外
交
の
主
導
者
と
し
て
そ
の
立
場
を
固

め
︑
ア
ン
ナ
時
代
に
当
時
の
最
高
統
治
機
関
で
あ
っ
た
大
臣
官
房
の

一
員
と
な
り
︑
一
七
四
一
年
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
伴
う
失
脚
ま
で
外
交

を
掌
握
し
続
け
て
い
た
︒
田
中
良
英
﹁
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
帝
国
に
お

け
る
専
制
と
ド
イ
ツ
人
エ
リ
ー
ト
：
ロ
シ
ア
外
交
に
対
す
る
オ
ス
テ

ル
マ
ン
の
役
割
を
手
が
か
り
に
（︿
特
集
﹀
二
〇
〇
八
年
度
大
会
）﹂

﹃
ロ
シ
ア
史
研
究
﹄
第
八
四
号
︑
二
〇
〇
九
年
︑
六
四
︲
八
一
頁
︒

（
27
）	

こ
の
時
︑
ア
レ
ク
セ
イ
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
・
チ
ェ
ル
カ
ッ
ス

キ
ー
公А

лексей М
иxайлович Челкасский

（
一
六
八
〇
︲
一
七

四
二
）
と
提
携
し
た
オ
ス
テ
ル
マ
ン
の
も
と
に
集
ま
っ
た
貴
族
と
し

て
た
と
え
ば
イ
ヴ
ァ
ン
・
フ
ョ
ー
ド
ロ
ヴ
ィ
チ
・
バ
リ
ャ
テ
ィ
ン
ス
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キ
ー
公И

ван Ф
ёдорович Борятинский

（
一
六
八
九
︲
一
七
三

八
）︑
ヴ
ァ
シ
ー
リ
ー
・
ヤ
ー
コ
ヴ
レ
ヴ
ィ
チ
・
ノ
ヴ
ォ
シ
リ
ツ
ェ

フВ
асилий Я

ковлевич Н
овосильцев

（
一
六
八
〇
︲
一
七
四

三
）
と
い
っ
た
人
物
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

（
28
）	

ク
リ
ュ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
︑
前
掲
書
︑
三
三
七
頁
︒

（
29
）	

宗
務
院
副
院
長
︒
キ
エ
フ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
に
勤
め
て
い
る
頃

に
︑
ポ
ル
タ
ヴ
ァ
の
勝
利
（
一
七
〇
九
年
）
を
称
え
た
頌
詩
に
よ
っ

て
︑
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
の
目
に
留
ま
る
︒
そ
の
後
︑
ピ
ョ
ー
ト
ル
の

改
革
事
業
を
著
作
と
説
教
を
通
じ
て
擁
護
︑
弁
明
し
て
い
っ
た
︒
そ

の
た
め
︑
特
に
教
会
史
の
研
究
者
か
ら
﹁
政
治
冊
子
の
著
者
﹂
と
い

う
批
判
が
向
け
ら
れ
た
︒
た
と
え
ば
ゼ
ル
ノ
ー
フ
は
彼
を
﹁
有
能
で

は
あ
る
が
︑
野
心
に
燃
え
た
無
節
操
な
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