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序

　

ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
（Joseph-M

arie, C
om

te de M
aistre, 1753-1821

）
の
名
前
は
わ
が
国
で
は
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
政

治
神
学
』
で
の
言
及
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
メ
ー
ス
ト
ル
は
ボ
ナ
ー
ル
、
ド
ノ
ソ
・
コ
ル
テ
ス
と
な
ら
ん
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
反
動
の

立
場
か
ら
革
命
と
対
決
し
た「
政
治
神
学
」の
代
表
的
人
物
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
国
で
な
さ
れ
る
メ
ー
ス
ト
ル
に
つ
い
て
の
言
及
は
、

し
ば
し
ば
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
メ
ー
ス
ト
ル
理
解
の
一
面
性
を
指
摘
す
る
の
に
急
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
は
異
な
る
と
論
者
の
称
す
る
側
面
が
強

調
さ
れ
る
傾
き
が
あ
る（

１
）。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
の
関
連
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
に
せ
よ
、
ま
ず
必
要
な
こ
と
は
メ
ー
ス
ト
ル
が
取
り
組
ん
だ

の
は
い
か
な
る
問
題
で
あ
っ
た
の
か
を
そ
の
思
想
と
行
動
に
そ
く
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
経

歴
と
主
要
著
作
の
内
容
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅰ　

生
い
立
ち

　

ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
ピ
エ
モ
ン
テ
・
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
王
国
の
領
地
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
東
部
の
サ
ヴ
ォ
ワ
公
国（

２
）の

首
都
シ
ャ

ン
ベ
リ
ー
（C

ham
béry

）
で
、
元
老
院
議
員
メ
ー
ス
ト
ル
伯
爵
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る（

３
）。

　
　

ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
政
治
思
想
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ジ
ョ
ゼ
フ
の
父
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
（François-X

avier M
aistre

）
は
一
七
四
〇
年
に
三
五
歳
の
若
さ
で
こ
の
元
老
院
の
構
成

員
と
な
る
。
メ
ー
ス
ト
ル
家
は
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
出
と
い
わ
れ
、
一
八
世
紀
に
は
ニ
ー
ス
で
羅
紗
取
引
を
始
め
、
紋
章
（
青
地
に
三
つ
の

金
盞
花
）
付
の
富
裕
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
上
昇
し
て
い
る
。
メ
ー
ス
ト
ル
家
の
上
昇
は
、
一
七
五
〇
年
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
四
五
歳
の
時
に
、
古
く

か
ら
サ
ヴ
ォ
ワ
で
副
奉
行
（juge-m

ege

）
を
努
め
て
き
た
同
僚
の
娘
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
（C

hristine de M
otz

）
と
の
結
婚
で
完
成
す
る
。

二
人
の
間
に
は
一
五
人
の
子
供
が
生
ま
れ
た
が
、
ジ
ョ
ゼ
フ
は
生
き
残
っ
て
長
じ
た
五
人
の
息
子
、
五
人
の
娘
の
最
年
長
で
あ
っ
た
。

　

一
七
六
九
年
に
父
メ
ー
ス
ト
ル
元
老
院
議
員
は
ジ
ョ
ゼ
フ
を
ト
リ
ノ
に
送
り
出
し
て
法
学
を
学
ば
せ
る
。
三
年
間
で
ジ
ョ
ゼ
フ
は
学
士

な
ら
び
に
博
士
と
な
っ
て
い
る
。
ト
リ
ノ
で
の
生
活
は
シ
ャ
ン
ベ
リ
ー
の
父
母
か
ら
厳
格
に
統
制
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に

流
れ
て
く
る
時
代
の
思
潮
は
ジ
ョ
ゼ
フ
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
ト
リ
ノ
で
は
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
に
入
会
し
て
い
る（

４
）。

　

メ
ー
ス
ト
ル
は
一
七
七
四
年
に
元
老
院
の
下
で
司
法
官
と
し
て
勤
務
の
後
、
一
七
八
八
年
に
元
老
院
議
員
（
評
議
員
）
と
な
る
。
シ
ャ

ン
ベ
リ
ー
で
の
勤
務
や
交
際
の
旁
ら
、
多
大
な
時
間
を
割
い
て
読
書
に
費
や
す
。
故
郷
を
離
れ
る
ま
で
に
彼
の
蔵
書
は
お
よ
そ
二
三
〇
〇

冊
余
り
に
達
し
、
四
〇
歳
に
な
る
ま
で
に
五
カ
国
語
を
収
得
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
膨
大
な
読
書
ノ
ー
ト
は
、
亡
命
そ
し

て
ロ
シ
ア
公
使
時
代
の
著
作
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

Ⅱ　

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
嵐
の
中
で
――
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
の
反
革
命
煽
動
家　

一
七
九
二
-一
七
九
六
年

　

ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
本
格
的
な
思
想
家
と
し
て
の
出
発
、
そ
し
て
政
治
的
に
は
波
乱
の
経
歴
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
始
ま
る
。
当
初
は

メ
ー
ス
ト
ル
も
一
七
八
九
年
の
三
部
会
の
招
集
を
歓
迎
し
て
い
た
。
ル
イ
一
四
世
以
来
破
壊
さ
れ
て
い
た
古
来
の
秩
序
の
再
建
を
も
た
ら

す
か
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
だ
が
事
態
は
彼
の
予
想
を
越
え
た
方
向
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
。
バ
ス
チ
ー
ユ
の
占
拠
以
降
、
サ
ル
デ
ィ
ニ

ア
王
の
婿
で
も
あ
っ
た
王
弟
ダ
ル
ト
ワ
伯
（
後
の
国
王
シ
ャ
ル
ル
一
〇
世
）
を
は
じ
め
と
し
て
多
数
の
貴
族
・
司
祭
・
軍
人
が
サ
ヴ
ォ
ワ
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に
殺
到
し
た
。
そ
れ
に
伴
う
混
乱
は
革
命
に
対
す
る
メ
ー
ス
ト
ル
の
危
惧
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
一
七
九
二
年
三
月
の
時

点
で
、
ジ
ロ
ン
ド
政
府
の
外
相
デ
ュ
ム
ー
リ
（C

harles-François D
um

ouriez, 1739-1823

）
が
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
王
国
に
宣
戦
布
告
し
た

と
い
う
噂
が
広
ま
っ
て
い
た
。
国
王
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
ア
メ
デ
オ
三
世
は
サ
ヴ
ォ
ワ
公
国
に
防
戦
体
制
を
敷
く
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
援
助

を
期
待
し
て
外
交
交
渉
が
始
ま
っ
た
。

　

メ
ー
ス
ト
ル
は
当
初
は
戦
争
の
危
険
を
そ
れ
ほ
ど
深
刻
に
見
て
い
な
か
っ
た
が
、
一
七
九
二
年
九
月
二
二
日
フ
ラ
ン
ス
軍
は
国
境
を
越

え
て
侵
入
し
た
。
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
・
ピ
エ
モ
ン
テ
の
軍
隊
は
一
戦
も
交
え
る
こ
と
な
く
武
器
を
放
棄
し
て
逃
走
し
た
。
メ
ー
ス
ト
ル
も
シ
ャ

ン
ベ
リ
ー
を
脱
出
。
散
り
散
り
に
な
っ
た
家
族
と
何
と
か
再
会
を
果
た
し
て
二
五
日
に
は
サ
ン
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
峠
を
越
え
て
、
二
七
日
に

ピ
エ
モ
ン
テ
領
ア
オ
ス
テ
に
た
ど
り
着
く
。
ア
オ
ス
テ
の
町
は
亡
命
者
で
溢
れ
て
い
た
。
メ
ー
ス
ト
ル
は
家
族
を
そ
こ
に
残
し
て
ト
リ
ノ

に
向
か
う
が
、
占
領
の
犠
牲
と
な
っ
た
者
た
ち
の
嘆
願
は
国
王
に
は
ほ
と
ん
ど
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
ア
オ
ス
テ
に
戻
っ
て
い
る
。

　

サ
ヴ
ォ
ワ
で
は
設
立
さ
れ
た
ア
ロ
ブ
ロ
ー
ジ
ュ
国
民
議
会
（A

ssem
blée des A

llobroges

）
が
フ
ラ
ン
ス
へ
の
帰
属
を
決
議
し
、
国
外

へ
脱
出
し
た
す
べ
て
の
者
を
亡
命
者
と
し
て
、
翌
年
一
月
一
日
を
も
っ
て
帰
国
し
な
い
者
の
財
産
を
没
収
す
る
と
宣
告
し
た
。
ジ
ョ
ゼ
フ

の
妹
マ
リ
ー
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
（M

arie-C
hristine V

ignet, 1755-1814

）
は
元
老
院
議
員
と
結
婚
し
て
い
た
が
、
亡
命
を
嫌
っ
て
当
地

に
残
っ
た
。
夫
は
新
共
和
国
の
行
政
官
と
な
っ
て
い
た
。
マ
リ
ー
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
は
兄
ジ
ョ
ゼ
フ
の
家
や
財
産
を
気
遣
っ
て
、
賢
慮

夫
人
と
そ
の
家
族
を
シ
ャ
ン
ベ
リ
ー
に
呼
び
戻
す
。
国
王
の
「
帰
国
」
命
令
を
受
け
て
メ
ー
ス
ト
ル
は
再
度
ト
リ
ノ
に
赴
く
が
――
そ
こ

で
行
わ
れ
た
交
渉
な
ら
び
に
情
報
蒐
集
の
末
に
――
サ
ヴ
ォ
ワ
へ
の
帰
還
を
決
意
す
る
。
一
七
九
三
年
一
月
三
日
に
彼
は
サ
ヴ
ォ
ワ
に
向

か
っ
た
。
国
王
へ
の
忠
誠
と
、
家
族
に
対
す
る
配
慮
と
の
間
の
葛
藤
は
、
メ
ー
ス
ト
ル
の
生
涯
続
く
こ
と
に
な
る
。

　

シ
ャ
ン
ベ
リ
ー
で
は
対
立
と
混
乱
が
生
じ
て
い
た
。
市
民
の
多
数
は
革
命
を
歓
迎
し
て
ジ
ャ
コ
バ
ン
・
ク
ラ
ブ
が
設
立
さ
れ
て
い
た
が
、

フ
ラ
ン
ス
本
国
の
国
民
公
会
が
コ
ミ
サ
ー
ル
を
派
遣
し
て
革
命
政
府
の
訓
令
を
実
施
す
る
の
に
対
し
て
、
自
由
を
叫
ん
で
こ
れ
と
衝
突
し
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た
。
農
民
た
ち
は
ア
シ
ニ
ア
紙
幣
を
拒
否
し
て
、
軍
へ
の
納
入
は
金
で
の
支
払
で
な
け
れ
ば
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
志
願
兵
の
徴
募
は
若

者
が
こ
れ
を
拒
否
し
て
抵
抗
運
動
を
始
め
た
た
め
に
思
う
よ
う
に
集
ま
ら
な
か
っ
た
。
司
教
座
の
あ
る
ア
ネ
シ
ー
の
行
政
の
引
き
渡
し
は

ジ
ャ
コ
バ
ン
・
ク
ラ
ブ
や
自
治
体
そ
し
て
住
民
た
ち
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
。
ル
イ
一
六
世
処
刑
の
報
が
届
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
や
元
貴
族

た
ち
の
激
し
い
抗
議
が
起
こ
っ
た
。
戒
厳
令
が
発
令
さ
れ
て
、
メ
ー
ス
ト
ル
の
館
も
家
宅
捜
索
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
混
乱
は
国
民
公

会
の
コ
ミ
サ
ー
ル
が
政
権
へ
の
忠
誠
を
サ
ヴ
ォ
ワ
の
聖
職
者
に
強
制
す
る
こ
と
で
さ
ら
に
拍
車
が
か
か
っ
た
。
革
命
政
権
の
教
会
改
革
法

へ
の
忠
誠
を
誓
っ
た
「
宣
誓
司
祭
」
を
ロ
ー
マ
教
会
は
破
門
し
て
、
対
立
は
深
刻
に
な
る
。
メ
ー
ス
ト
ル
の
身
に
も
危
険
が
及
ん
で
く
る
。

サ
ヴ
ォ
ワ
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
党
支
配
に
対
し
て
メ
ー
ス
ト
ル
は
嫌
悪
を
隠
さ
な
か
っ
た
し
、『
サ
ヴ
ォ
ワ
軍
人
の
両
親
数
名
に
よ
る
公
会
へ

の
建
白
書
』
で
は
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
国
王
や
貴
族
、
元
老
院
に
対
す
る
讃
辞
と
ア
ロ
ブ
ロ
ー
ジ
ュ
国
民
議
会
に
対
す
る
酷
評
が
含
ま
れ
て
い

た
。
こ
れ
に
激
怒
し
た
共
和
国
当
局
は
メ
ー
ス
ト
ル
を
逮
捕
し
よ
う
と
す
る（
三
月
二
三
日
）。
メ
ー
ス
ト
ル
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
へ
渡
り
、ロ
ー

ザ
ン
ヌ
を
一
時
逗
留
の
地
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（G

ignoux, pp.62-66

）。

　

メ
ー
ス
ト
ル
は
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
で
反
革
命
の
宣
伝
活
動
を
始
め
る
。
一
七
九
三
年
八
月
三
日
に
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
王
国
の
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
「
通

信
員
」
と
な
り
、
政
府
の
代
理
人
と
し
て
サ
ヴ
ォ
ワ
か
ら
の
亡
命
者
の
世
話
に
あ
た
る
と
と
も
に
、
政
治
状
況
を
ト
リ
ノ
に
伝
え
、
ま
た

反
革
命
の
活
動
家
と
連
絡
を
取
る
と
い
っ
た
業
務
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

メ
ー
ス
ト
ル
は
革
命
の
進
展
を
前
に
省
察
を
深
め
て
い
っ
た
。
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
独
裁
か
ら
そ
の
崩
壊
（
一
七
九
四
年
七
月
の
テ
ル
ミ

ド
ー
ル
反
動
）
を
へ
て
、
一
七
九
五
年
に
は
八
月
二
二
日
の
新
憲
法
（
共
和
第
三
年
の
憲
法
）
が
制
定
さ
れ
、
一
〇
月
二
七
日
総
裁
政
府

が
設
立
さ
れ
る（

５
）。

翌
一
七
九
六
年
四
月
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
遠
征
が
開
始
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
軍
の
攻
勢
に
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア

は
対
仏
大
同
盟
か
ら
脱
落
し
て
、
四
月
五
日
に
は
フ
ラ
ン
ス
と
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
の
同
盟
条
約
が
締
結
さ
れ
て
、
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
は
サ
ヴ
ォ

ワ
と
ニ
ー
ス
を
放
棄
す
る
。革
命
は
メ
ー
ス
ト
ル
か
ら
郷
里
を
奪
っ
た
の
で
あ
る
。「
恐
ろ
し
い
ニ
ュ
ー
ス
が
今
日
イ
タ
リ
ア
か
ら
届
い
た
。
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私
に
と
っ
て
す
べ
て
は
失
わ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
も
は
や
故
国
も
な
く
、財
産
も
な
く
、厳
密
に
い
え
ば
主
権
者
も
い
な
い
」（
一
七
九
六

年
四
月
三
〇
日
の
『
日
記
』。G

ignoux, p.89

）。
す
べ
て
を
失
っ
た
メ
ー
ス
ト
ル
は
事
態
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
新
た
な
書

の
執
筆
に
か
か
る
。
彼
の
名
前
を
一
躍
有
名
に
し
た
『
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
の
省
察
』
で
あ
る
。

Ⅲ　
『
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
の
省
察
』（
一
七
九
六
年
）

　

メ
ー
ス
ト
ル
の
立
場
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
徹
底
し
た
反
動
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
が
目
指
し
て
い
た
の
は
単
純
な

過
去
へ
の
復
帰
で
は
な
い
。
メ
ー
ス
ト
ル
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
革
命
を
導
く
の
は
人
間
で
は
な
く
、
革
命
が
人
間
を
導
く
の
だ
。
革
命

の
舞
台
に
登
場
す
る
悪
漢
た
ち
は
道
具
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら
が
権
力
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
や
否
や
、
彼
ら
は
恥
辱
の
中
に
打

ち
倒
さ
れ
る
。
共
和
制
の
設
立
も
彼
ら
の
意
図
で
は
な
い
。
彼
ら
は
た
だ
成
行
の
ま
ま
に
行
動
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は「
神
の
意
志
」

に
基
づ
く
「
摂
理
」
が
働
い
て
い
る
。
革
命
が
行
わ
れ
た
の
は
神
の
意
志
で
あ
り
、
摂
理
に
よ
る
人
間
に
対
す
る
「
懲
罰
」
だ
と
メ
ー
ス

ト
ル
は
言
う
の
で
あ
る
（C

onsidérations sur la France, Joseph de M
aistre O

Euvres.pp.201-202

）。

　

し
か
し
な
が
ら
革
命
は
邪
悪
な
者
を
滅
ぼ
す
だ
け
で
は
な
く
、
何
の
罪
も
な
い
善
意
の
者
を
も
巻
き
込
ん
で
い
る
。
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ

る
歴
史
的
・
政
治
的
転
変
が
「
懲
罰
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
罪
な
き
者
の
犠
牲
は
い
っ
た
い
何
の
た
め
か
、
正
義
の
神
、
全
能
で
あ
る
は

ず
の
神
が
な
ぜ
悪
の
存
在
を
許
容
し
て
い
る
の
か
、「
神
義
論
」
と
い
わ
れ
る
こ
の
問
題
は
後
の
対
話
篇
『
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク

の
夜
話
』
の
中
心
問
題
と
な
る
が
、
す
べ
て
は
究
極
的
に
は
神
の
意
志
に
よ
る
と
い
う
の
が
メ
ー
ス
ト
ル
の
立
場
で
あ
っ
た
。

　
「
こ
の
世
界
に
あ
る
の
は
た
だ
暴
力
で
あ
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
、す
べ
て
は
善
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
語
る
現
代
の
哲
学
に
よ
っ
て
毒
さ
れ
て
い
る
。

他
方
で
は
悪
は
す
べ
て
を
染
め
て
い
て
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
す
べ
て
は
悪
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
の
は
真
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
何
も
の

も
し
か
る
べ
き
場
に
置
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
創
造
の
シ
ス
テ
ム
の
基
音
が
弱
ま
る
と
他
も
そ
れ
に
比
例
し
て
弱
ま
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る
、
調
性
の
法
則
に
従
っ
て
で
あ
る
。
す
べ
て
の
存
在

0

0

0

0

0

0

は
苦
痛
と
労
苦
に
呻
き
な
が
ら

0

0

0

0

0

事
物
の
別
の
秩
序
を
乞
い
求
め
る
。
／
人
間
の
大

い
な
る
災
禍
の
光
景
は
か
く
も
悲
し
い
考
察
を
導
き
出
す
。
だ
が
勇
気
を
失
わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
浄
化
さ
れ
な
い
懲
罰
は
な
い
。
悪

の
原
理
に
対
抗
し
て
永
遠
の
愛
が
立
ち
向
か
わ
な
い
よ
う
な
無
秩
序
は
な
い
の
で
あ
る
」（ibid.p.218

）。

　

楽
園
追
放
以
降
の
人
間
を
根
源
的
に
悪
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観
に
立
つ
な
ら
ば
、
自
然
状
態
に
お
け
る
無
垢
な
人
間
を
想
定
し

て
、
人
間
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
善
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
哲
学
は
ま
さ
に
瀆
神
の
極
み
で
あ
る
。
今
日
の
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
の
善
性

を
想
定
す
る
哲
学
に
よ
っ
て
あ
ま
り
に
毒
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
虚
心
に
こ
の
世
界
の
実
相
を
見
る
な
ら
ば
、
悪
の
は
た
ら
き
を

通
じ
て
大
い
な
る
浄
化
の
わ
ざ
が
働
い
て
い
る
。
そ
こ
に
こ
そ
神
の
意
志
が
働
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
（ibid.p.229

）。

　

メ
ー
ス
ト
ル
に
と
っ
て
、「
神
の
意
志
」
に
基
づ
く
「
摂
理
」
の
役
割
は
、
罪
深
い
人
間
一
般
に
対
す
る
懲
罰
に
と
ど
ま
ら
な
い
。「
そ

れ
ぞ
れ
の
国
民
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
と
同
様
に
、
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
使
命
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
真

の
執
政
官
の
職
務
を
行
使
す
る
。
こ
の
点
に
異
論
の
余
地
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
は
こ
れ
を
咎
む
べ
き
や
り
方
で
濫
用
し
た
の
で
あ
る
。
と

り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
は
宗
教
制
度
の
頂
点
に
立
っ
て
お
り
、
国
王
〔
ル
イ
一
四
世
〕
が
『
最
も
キ
リ
ス
ト
者
ら
し
い
王
』﹇〔roi

〕 trés 

chrétien

﹈
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
も
こ
こ
に
理
由
が
あ
る
。
ボ
シ
ュ
エ
も
こ
れ
に
つ
け
加
え
る
言
葉
を
も
た
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
フ
ラ
ン

ス
は
そ
の
使
命
と
矛
盾
す
る
形
で
影
響
力
を
行
使
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
意
気
消
沈
さ
せ
た
の
だ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
が
恐
ろ
し
い
手
段
で

も
と
の
使
命
に
立
ち
戻
ら
さ
れ
た
と
し
て
も
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
」（ibid.p.202

〔 

〕
引
用
者
、
以
下
同
様
）。

　

フ
ラ
ン
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
執
政
官
と
し
て
、
ま
た
宗
教
制
度
に
お
い
て
も
頂
点
に
立
つ
使
命
を
神
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
フ

ラ
ン
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の「
大
同
盟
」に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、誰
が
フ
ラ
ン
ス
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

国
王
は
孤
立
無
援
で
列
強
の
手
を
払
い
の
け
る
術
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
手
段
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
こ
う
答
え
て
い
る
。

　
「
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
よ
う
な
地
獄
の
天
才
だ
け
が
そ
の
よ
う
な
奇
跡
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
革
命
政
府
は
フ
ラ
ン
ス
の
魂
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を
鍛
え
、
血
で
浸
す
。
兵
士
の
精
神
は
高
ぶ
り
、
そ
の
力
は
怒
り
で
か
き
立
て
ら
れ
た
残
忍
な
絶
望
と
命
を
も
の
と
も
せ
ね
気
概
で
倍
加

し
て
い
る
。
死
刑
台
の
恐
怖
は
市
民
を
前
線
に
駆
り
立
て
て
対
外
的
な
力
を
育
て
、
内
部
の
抵
抗
は
根
絶
さ
れ
る
ま
で
に
な
る
。
す
べ
て

の
命
、
す
べ
て
の
富
、
す
べ
て
の
力
は
革
命
家
の
手
に
握
ら
れ
る
。
そ
し
て
か
か
る
怪
物
の
よ
う
な
権
力
、
血
と
成
功
に
酔
い
し
れ
る
、

こ
れ
は
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
、
そ
し
て
間
違
い
な
く
二
度
と
見
ら
れ
な
い
驚
異
的
現
象
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
を
懲
罰
す

る
た
め
の
驚
く
べ
き
力
で
あ
る
と
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
を
救
う
唯
一
の
手
段
な
の
で
あ
る
」（ibid.p.207

）。

　

ひ
と
た
び
革
命
が
始
ま
っ
た
か
ら
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
君
主
制
を
救
う
こ
と
の
で
き
る
の
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
以

外
に
な
い
。
も
と
よ
り
革
命
の
指
導
者
た
ち
が
君
主
制
の
再
興
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
自
分
た

ち
自
身
の
意
図
と
は
正
反
対
の
結
果
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。「
革
命
が
生
み
出
し
た
す
べ
て
の
怪
物
達
は
、
続
く
場

面
で
は
、
王
制
の
た
め
に
し
か
働
か
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
お
か
げ
で
そ
の
勝
利
の
輝
き
は
世
界
中
が
賞
賛
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
と
な
り
、

フ
ラ
ン
ス
を
と
り
ま
く
栄
光
は
革
命
の
罪
に
よ
っ
て
は
決
し
て
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
お
か
げ
で
国
王
は
そ
の

光
輝
と
権
力
の
す
べ
て
を
も
っ
て
王
座
に
復
帰
す
る
だ
ろ
う
、
お
そ
ら
く
は
よ
り
増
加
し
た
権
力
を
も
っ
て
」（ibid.p.208

）。

　

こ
の
地
上
の
世
界
の
歴
史
的
・
政
治
的
転
変
は
、人
間
に
は
測
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
神
の
意
志
、摂
理
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
人
は
そ
の
転
変
の
最
中
に
あ
っ
て
、
神
意
は
奈
辺
に
あ
る
の
か
、
自
ら
と
そ
の
国
民
は
い
か
な
る
立
場
を
と
る
べ

き
か
を
日
々
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
が
受
け
と
め
た
「
政
治
神
学
」
的
問
題
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
メ
ー
ス
ト
ル
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
政
治
制
度
を
人
間
が
意
の
ま
ま
に
設
立
し
、
作
り
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え

自
体
が
間
違
い
で
あ
る
。「
い
か
な
る
憲
法
も
熟
慮
の
帰
結
で
は
な
い
。
人
民
の
権
利
は
決
し
て
書
か
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
少
な
く
と

も
制
憲
行
為
あ
る
い
は
成
文
基
本
法
は
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
法
を
明
示
的
に
宣
言
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
権
利
は
存
在
し

て
い
た
か
ら
存
在
す
る
と
い
う
以
上
の
こ
と
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」。
憲
法
（
国
家
体
制
）
の
形
成
に
お
い
て
は
状
況
が



広島法学　41 巻３号（2018 年）－ 86

す
べ
て
を
決
定
す
る
。
あ
る
目
的
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
別
の
も
の
を
成
就
さ
せ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
は
ま
さ
に
そ
の
結
果
に
ほ

か
な
ら
な
い
。「
人
民
の
権
利
」
の
大
部
分
は
主
権
者
の
譲
歩
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
歴
史
的
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
に
対
し
て
主
権
者
た
る
君
主
や
貴
族
の
権
利
は
「
構
成
的

0

0

0

か
つ
根
底
的

0

0

0

」
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
日
付
も
著
者
も
も
た
な
い
。
憲
法

に
お
い
て
は
書
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
常
に
存
在
す
る
し
、
書
か
れ
れ
ば
書
か
れ
る
ほ
ど
国
家
体
制
は
脆
弱
な
も
の
と
な
る
。

　

も
と
よ
り
メ
ー
ス
ト
ル
も
西
欧
の
政
治
制
度
の
本
質
が
自
由
に
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
い
か
な
る
国
民
も
自

ら
が
自
由
で
な
け
れ
ば
自
由
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
自
由
な
国
民
と
い
え
ど
も
そ
の
自
由
は
国
制
に
依
存
す
る
。
そ
の
自
然
の

国
制
に
お
い
て
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
法
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
無
謀
な
改
革
は
望
ん
だ
も
の
を
獲
得
さ
せ
る
ど
こ

ろ
か
、
す
で
に
獲
得
し
て
い
た
も
の
を
喪
失
す
る
結
果
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
「
革
新
は
ま
っ
た
く
ま
れ
に
し
か
行
っ
て
は
な
ら

な
い
し
、
つ
ね
に
節
度
と
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」（ibid.p.232-233

）。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
国
制
の
第
一
の
基

礎
と
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
宗
教
的
な
力
で
あ
る
。「
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
は
、
宗
教
を
転
覆
し
道
徳
を
陵
辱
し
、

全
て
の
財
産
を
侵
犯
し
、
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
を
犯
す
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
悪
魔
的
な
仕
事
の
た
め
に
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ

ま
で
に
な
か
っ
た
よ
う
な
無
数
の
悪
を
達
成
す
る
た
め
に
一
致
す
る
多
数
の
悪
人
の
仕
業
が
必
要
と
な
る
。
反
対
に
、
秩
序
を
再
建
す
る

た
め
に
は
、
王
は
あ
ら
ゆ
る
徳
を
呼
び
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。〔
‥
‥
〕
彼
の
最
も
喫
緊
の
関
心
は
正
義
と
慈
悲
と
を
結
び
つ
け
る
こ

と
で
あ
る
。
傑
出
し
た
人
間
は
自
ず
か
ら
役
立
ち
う
る
職
務
を
占
め
る
べ
く
現
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
宗
教
は
、
政
治
に
そ
の
王
杓
を
貸

し
て
、
こ
の
荘
厳
な
姉
か
ら
し
か
引
き
出
せ
な
い
よ
う
な
力
を
与
え
る
の
で
あ
る
」（ibid.pp.258-259

）。

　
『
省
察
』
は
出
版
当
初
か
ら
か
な
り
の
成
功
を
収
め
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
王
党
派
は
こ
の
書
に
反
革
命
の
思
想
的
根
拠
を
見
い
だ
し
た
。

こ
の
書
を
き
っ
か
け
に
亡
命
中
の
ル
イ
一
八
世
と
の
関
係
が
始
ま
る
が
、
両
者
の
距
離
は
次
第
に
開
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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Ⅳ　

ト
リ
ノ
か
ら
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
へ
――
一
七
九
七
-一
八
〇
二
年

　

一
七
九
六
年
一
〇
月
一
六
日
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
ア
メ
デ
オ
三
世
が
死
去
し
、
息
子
シ
ャ
ル
ル
・
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
四
世
が
王
位
を
継
承
す
る
。

翌
七
九
年
一
月
に
メ
ー
ス
ト
ル
は
新
王
シ
ャ
ル
ル
・
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
四
世
に
よ
り
ト
リ
ノ
に
召
喚
さ
れ
て
、
二
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
の
年
金
を

受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
（Lebrun, p.142

）。
メ
ー
ス
ト
ル
は
二
月
二
八
日
に
妻
子
を
残
し
た
ま
ま
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
を
脱
出
し
て
、
三
月
七
日

に
ト
リ
ノ
に
到
着
す
る
。
到
着
後
す
ぐ
に
国
王
に
謁
見
し
て
丁
重
な
も
て
な
し
を
受
け
た
も
の
の
、
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
政
府
は
彼
に
新
た
な

職
位
を
与
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
処
遇
が
す
ぐ
に
決
ま
ら
な
か
っ
た
背
景
に
は
対
外
情
勢
の
進
展
が
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

一
七
九
六
年
四
月
二
八
日
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
ア
メ
デ
オ
三
世
は
ケ
ラ
ス
コ
で
フ
ラ
ン
ス
軍
と
休
戦
協
定
を
結
び
対
仏
同
盟
か
ら
脱
落
し
て
、

サ
ヴ
ォ
ワ
と
ニ
ー
ス
を
放
棄
す
る
。
翌
一
七
九
七
年
四
月
五
日
新
王
シ
ャ
ル
ル
・
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
四
世
は
フ
ラ
ン
ス
と
同
盟
条
約
を
締
結

す
る
。
一
〇
月
一
七
日
の
カ
ン
ポ
・
フ
ォ
ル
ミ
オ
の
和
約
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
も
フ
ラ
ン
ス
と
の
休
戦
が
成
立
し
て
、
イ
タ
リ
ア
方
面
で
の

戦
争
は
ひ
と
ま
ず
終
結
し
た
。
メ
ー
ス
ト
ル
の
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
で
の
煽
動
活
動
の
意
義
は
失
な
わ
れ
て
い
た
。
反
革
命
、
反
フ
ラ
ン
ス
の
政

論
家
と
し
て
注
目
し
て
き
た
は
ず
の
メ
ー
ス
ト
ル
の
処
遇
に
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
政
府
が
苦
慮
し
た
の
も
そ
こ
に
理
由
が
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
王
室
と
の
関
係
が
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
政
府
と
の
距
離
を
拡
げ
る
こ
と
に
な
る
。
同
年
四
月
に
出
版
さ
れ
た
『
フ
ラ
ン
ス

に
つ
い
て
の
省
察
』
は
フ
ラ
ン
ス
王
党
派
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
る
。
処
刑
さ
れ
た
ル
イ
一
六
世
の
弟
ル
イ
一
八
世
は
亡
命
し
て
各

地
を
転
々
と
し
て
い
た
が
、
九
七
年
七
月
三
〇
日
顧
問
官
ア
ヴ
ァ
レ
（A

varay

）
伯
爵
を
通
じ
て
、『
省
察
』
へ
の
祝
意
を
送
る
。
王
室

側
は
著
作
を
フ
ラ
ン
ス
で
流
布
さ
せ
る
た
め
の
助
成
や
公
職
に
取
り
立
て
る
こ
と
を
申
し
出
た
と
い
う
。
こ
の
書
簡
が
フ
ラ
ン
ス
の
情
報

機
関
の
手
に
入
り
、
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
政
府
に
伝
え
ら
れ
る
。
九
七
年
九
月
四
日
（
フ
リ
ュ
ク
テ
ィ
ド
ー
ル
）
の
王
党
派
の
ク
ー
デ
タ
に
対

し
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
王
政
復
古
を
目
論
む
者
の
死
刑
を
宣
言
し
て
、
入
手
し
た
王
党
派
の
通
信
を
公
開
し
て
い
た
。
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア

政
府
は
外
交
的
な
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
に
も
メ
ー
ス
ト
ル
と
距
離
を
お
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
外
国
君
主
と
の
関
係
は
国
王



広島法学　41 巻３号（2018 年）－ 88

政
府
の
不
興
を
買
う
と
同
時
に
、
左
右
の
急
進
派
の
動
き
も
不
穏
で
い
ま
だ
行
く
末
も
定
ま
ら
な
い
フ
ラ
ン
ス
革
命
政
府
と
の
関
係
上
、

メ
ー
ス
ト
ル
は
過
激
な
王
党
派
と
い
う
厄
介
な
存
在
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（G

ignoux, pp.96-97

）。

　

一
七
九
八
年
二
月
三
日
、
処
遇
が
決
ま
ら
な
い
メ
ー
ス
ト
ル
は
い
っ
た
ん
ト
リ
ノ
を
離
れ
て
、
ア
オ
ス
テ
で
家
族
と
合
流
す
る
。
だ
が

共
和
派
の
攻
勢
は
メ
ー
ス
ト
ル
の
亡
命
先
に
も
及
ん
で
く
る
。
二
月
一
五
日
に
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
が
ロ
ー
マ
で
共
和
国
宣
言
を
行
い
、
フ

ラ
ン
ス
軍
に
よ
る
保
護
を
要
請
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
も
四
月
九
-一
八
日
に
実
施
さ
れ
た
選
挙
の
結
果
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
が
優
勢
に

な
り
、
総
裁
政
府
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
と
王
党
派
を
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
た
。
四
月
五
日
に
は
フ
ラ
ン
ス
軍

に
よ
り
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
が
占
領
さ
れ
て
、
ヘ
ル
ヴ
ェ
テ
ィ
ア
共
和
国
（la R

epublique helvétique

）
の
設
立
が
宣
言
さ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
情
勢
を
受
け
て
メ
ー
ス
ト
ル
は
再
び
ト
リ
ノ
に
戻
る
。
だ
が
フ
ラ
ン
ス
は
さ
ら
に
圧
力
を
強
め
て
、
六
月
二
七
日
に
シ
ャ
ル

ル
・
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
四
世
は
ト
リ
ノ
の
城
塞
を
フ
ラ
ン
ス
軍
に
引
き
渡
す
。
さ
ら
に
一
一
月
二
九
日
に
締
結
さ
れ
た
ナ
ポ
リ
王
フ
ェ
ル
デ
ィ

ナ
ン
ド
四
世
と
ロ
シ
ア
の
同
盟
条
約
に
加
担
し
た
と
い
う
理
由
で
フ
ラ
ン
ス
は
一
二
月
六
日
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
に
宣
戦
布
告
す
る
。
一
二
月

二
七
日
、
ピ
エ
モ
ン
テ
は
フ
ラ
ン
ス
に
併
合
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
ピ
エ
モ
ン
テ
・
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
政
府
は
サ
ヴ
ォ
ワ
は
お
ろ
か
本
国
ピ
エ

モ
ン
テ
も
喪
失
し
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
文
字
通
り
亡
命
政
権
の
臣
民
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

メ
ー
ス
ト
ル
は
一
七
九
九
年
一
月
に
ヴ
ェ
ニ
ス
に
向
か
い
、
数
週
間
滞
在
し
た
後
に
、
第
二
次
対
仏
大
同
盟
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
ト

リ
ノ
に
戻
る
。
そ
こ
で
国
王
代
理
か
ら
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
の
行
政
官
と
し
て
任
用
す
る
旨
を
知
ら
さ
れ
る
。
ト
リ
ノ
を
出
発
し
て
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
に
滞
在
し
た
後
に
、
一
八
〇
〇
年
一
月
一
二
日
、
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
島
の
カ
リ
ャ
リ
（C

agliali

）
に
到
着
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
ナ
ポ

レ
オ
ン
が
遠
征
先
か
ら
単
身
帰
国
し
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
し
政
治
的
実
権
を
掌
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

一
八
〇
〇
年
一
月
か
ら
二
年
あ
ま
り
の
間
メ
ー
ス
ト
ル
は
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
の
王
国
法
務
省
﹇
尚
書
局
﹈
の
長
官
（régent de la 

C
hancellerie R

oyale

）
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
。
厳
格
な
行
政
官
と
し
て
の
職
務
の
遂
行
は
、
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
の
統
治
を
任
さ
れ
て
い
た
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王
の
弟
、
副
王
カ
ル
ロ
・
フ
ェ
リ
ー
チ
ェ
（C

arlo Felice di Savoia, 1765-1831

）
と
の
対
立
を
生
む
。
ロ
シ
ア
大
使
に
メ
ー
ス
ト
ル
が

抜
擢
さ
れ
た
背
景
に
は
、
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
で
の
彼
の
職
務
遂
行
を
疎
ま
し
く
思
う
副
王
の
意
向
が
働
い
て
い
た
と
い
う
。

Ⅴ　

サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
外
交
官
・
哲
学
者　

一
八
〇
三
-一
八
一
七
年

　

１　

ロ
シ
ア
大
使
へ
の
抜
擢

　

一
八
〇
二
年
六
月
四
日
、
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
国
王
カ
ル
ロ
・
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
四
世
（C

arlo Em
anuele IV

）
が
退
位
す
る
。
各
地
を
転
々

と
し
て
い
た
国
王
は
ロ
ー
マ
に
居
を
定
め
て
、
代
わ
り
に
王
弟
で
あ
っ
た
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
一
世
（V

ittorio Em
anuele 

Ⅰ
）
が
即
位
し
た
。
新
国
王
の
政
府
か
ら
メ
ー
ス
ト
ル
に
与
え
ら
れ
た
任
務
は
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
の
全
権
大
使
で
あ
っ
た
。

報
せ
を
受
け
た
メ
ー
ス
ト
ル
は
驚
い
た
と
い
う
。
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
・
ピ
エ
モ
ン
テ
王
国
で
は
外
交
官
は
古
い
貴
族
の
専
有
で
あ
り
、
父
親

の
世
代
に
始
め
て
伯
爵
に
叙
任
さ
れ
た
メ
ー
ス
ト
ル
が
大
使
と
い
う
高
職
に
就
く
こ
と
自
体
、
異
例
の
抜
擢
と
い
っ
て
よ
い
（Lebrun 

p.27

）。
亡
命
中
の
新
国
王
の
周
囲
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
か
ら
の
帰
任
を
要
請
し
て
い
た
前
大
使
の
後
任
に
適
当
な
人
材
が
見
あ
た
ら
な
か
っ

た
結
果
、
メ
ー
ス
ト
ル
の
名
前
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
土
の
領
地
を
失
っ
た
国
王
は
一
八
〇
六
年
二
月
に
本
土
を
退
去
し
て
メ
ー
ス
ト
ル
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
の
カ
リ
ャ

リ
に
移
る
。
国
王
は
島
の
行
政
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
さ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
五
〇
〇
名
の
小
さ
な
軍
隊
の
訓
練
と
宮
廷
の
伝
統
的
な
儀
礼

の
維
持
に
の
み
熱
中
し
て
い
た
と
い
う
。
九
年
間
の
滞
在
は
島
の
住
民
生
活
に
な
ん
の
益
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
し
、
国
王
の
脆
弱
な
財

政
を
改
善
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
の
国
王
政
府
に
対
す
る
ロ
シ
ア
か
ら
の
援
助
を
要
請
し
か
つ
維
持
し
て
い
く
こ
と
、

な
ら
び
に
王
国
政
府
の
イ
タ
リ
ア
本
土
へ
の
復
帰
、
領
土
回
復
の
要
求
を
皇
帝
を
は
じ
め
と
す
る
ロ
シ
ア
政
府
関
係
者
に
伝
え
る
こ
と
が

メ
ー
ス
ト
ル
の
主
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
本
国
政
府
と
の
間
の
関
係
は
た
え
ず
緊
張
を
は
ら
ん
で
い
た
が
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
こ
の
二
つ
の
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課
題
を
、
も
ち
ま
え
の
社
交
術
を
駆
使
し
て
遂
行
し
て
い
る
（Lebrun, pp.176-177

）。

　

メ
ー
ス
ト
ル
自
身
の
構
想
か
ら
し
て
も
、
ロ
シ
ア
と
そ
の
首
都
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
の
要
と
な
る
位
置
を
占
め
て
い
た
。
サ
ル
デ
ィ
ニ

ア
・
ピ
エ
モ
ン
テ
王
国
の
本
土
復
帰
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
が
再
建
さ
れ
て
か
つ
て
の
勢
力
均
衡
に
近
い
形
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

状
態
が
回
復
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
を
支
配
し
て
い
る
限
り
は
そ
う
し
た
状
態
の

到
来
は
期
待
で
き
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
対
抗
す
る
反
革
命
連
合
の
指
導
的
大
国
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
が
イ
ギ
リ
ス
と
ロ
シ
ア
で

あ
っ
た
。
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
要
の
位
置
を
占
め
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
対
し
て
は
、
イ
タ
リ
ア
に
対
す
る
野
心
へ
の
警
戒
か
ら
メ
ー
ス
ト

ル
は
終
始
一
貫
し
て
猜
疑
心
を
抱
い
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
の
政
治
制
度
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
高
く
評
価
し
て
い
た
も

の
の
、
そ
の
外
交
に
対
し
て
は
留
保
を
付
け
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
秩
序
の
回
復
、
伝
統
的
な
君
主
制
と
伝
統
的

な
宗
教
の
再
建
へ
向
け
た
指
導
的
大
国
の
最
大
の
候
補
は
ロ
シ
ア
と
そ
の
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
で
あ
っ
た
。

　

２　

皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
の
助
言
者

　

メ
ー
ス
ト
ル
は
一
八
〇
三
年
二
月
一
一
日
に
ロ
シ
ア
に
向
か
っ
て
カ
リ
ャ
リ
を
出
発
、
ナ
ポ
リ
を
へ
て
三
月
二
－
二
二
日
に
は
ロ
ー
マ

に
滞
在
し
、教
皇
に
拝
謁
し
て
い
る
。
四
月
一
四
-二
〇
日
ウ
ィ
ー
ン
に
滞
在
し
、皇
帝
の
歓
迎
を
受
け
る
。
五
月
一
三
日
首
都
サ
ン
ク
ト
・

ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
到
着
。
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
一
世
に
拝
謁
す
る
の
は
六
月
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

メ
ー
ス
ト
ル
は
ま
ず
ロ
シ
ア
の
社
交
界
で
成
功
を
収
め
る
。
皇
帝
を
は
じ
め
貴
族
の
多
く
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
室
・
貴
族
と
の
血
脈
・

人
脈
が
強
く
、
社
交
の
場
で
は
下
層
階
級
の
話
す
ロ
シ
ア
語
で
は
な
く
フ
ラ
ン
ス
語
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
が
用
い
ら
れ

て
い
た
――
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
一
世
の
祖
母
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
は
ド
イ
ツ
、
ア
ン
ハ
ル
ト
・
ツ
ェ
ル
プ
ス
ト
の
公
女
、
皇
后
エ
リ
ザ
ベ
ー
タ

は
バ
ー
デ
ン
大
公
女
、
彼
ら
の
間
で
は
書
簡
の
や
り
と
り
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
な
さ
れ
て
い
る
――
。
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
社
交
生
活
と
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そ
の
エ
ス
プ
リ
が
支
配
す
る
ロ
シ
ア
の
サ
ロ
ン
は
、
メ
ー
ス
ト
ル
に
と
っ
て
は
格
好
の
舞
台
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
話
術
で
人
々
を
魅
了

し
た
だ
け
で
な
く
、
優
れ
た
踊
り
手
と
し
て
舞
踏
会
の
席
で
も
婦
人
た
ち
の
注
目
を
集
め
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
へ
の
改
宗
運
動
に
関
与
し
た

と
い
う
嫌
疑
が
後
に
召
還
さ
れ
る
原
因
と
な
る
が
、
婦
人
た
ち
の
心
を
掴
む
そ
の
気
配
り
は
大
き
な
影
響
力
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
才
能
は
サ
ロ
ン
の
場
だ
け
で
な
く
、
ロ
シ
ア
政
府
や
各
国
の
関
係
者
と
の
間
の
内
密
の
会
談
で
も
発
揮
さ
れ
た
（G

ignoux p.116

）。

　

た
だ
し
、
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
一
世
と
の
関
係
を
作
り
あ
げ
る
に
当
た
っ
て
は
よ
り
慎
重
な
配
慮
が
必
要
で
あ
っ
た
。
一
八
〇
一
年

三
月
二
三
日
父
パ
ー
ヴ
ェ
ル
一
世
の
暗
殺
に
よ
っ
て
即
位
す
る
こ
と
に
な
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
一
世
は
、
そ
の
人
物
そ
の
も
の
の
「
謎
め

い
た
」
と
こ
ろ
――
後
に
神
秘
主
義
に
傾
斜
す
る
と
い
わ
れ
る
――
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
政
策
の
方
向
が
定
ま
ら
ず
、
し
ば
し
ば
反
転
す
る

こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
。
本
国
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
政
府
に
と
っ
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
に
と
っ
て
も
重
要
な
鍵
を
握
る
ロ
シ
ア
の
舵
は
こ

の
人
物
の
手
に
握
ら
れ
て
お
り
、
メ
ー
ス
ト
ル
の
任
務
と
ロ
シ
ア
に
対
す
る
期
待
も
皇
帝
の
意
向
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
皇
帝
ア

レ
ク
サ
ン
デ
ル
を
い
か
に
し
て
動
か
す
か
、
そ
の
方
法
を
習
得
す
る
こ
と
が
メ
ー
ス
ト
ル
に
と
っ
て
は
必
須
の
課
題
で
あ
っ
た
。

　

ロ
シ
ア
大
使
時
代
の
メ
ー
ス
ト
ル
は
大
量
の
通
信
を
本
国
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
政
府
に
宛
て
て
書
き
送
っ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
国
内
情
勢
と
外

交
関
係
に
つ
い
て
の
観
察
を
示
し
た
こ
れ
ら
の
通
信
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
期
の
ロ
シ
ア
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
、
こ
れ
に
対
す
る
メ
ー
ス

ト
ル
の
見
方
を
知
る
上
で
も
重
要
な
文
書
で
あ
る
が
、
単
な
る
本
国
政
府
に
対
す
る
報
告
で
は
な
い
。
メ
ー
ス
ト
ル
の
通
信
を
ロ
シ
ア
政

府
は
検
閲
し
て
い
た
し
、
メ
ー
ス
ト
ル
も
ま
た
そ
れ
を
承
知
し
て
い
た
。
彼
は
い
わ
ば
間
接
的
な
か
た
ち
で
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
と
そ
の
政

府
に
対
し
て
、
自
ら
の
所
見
を
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
（G

ignoux p.119, Lebrun, p.189

）。　

　

所
見
の
焦
点
は
対
フ
ラ
ン
ス
外
交
で
あ
っ
た
。
一
八
〇
四
年
五
月
の
決
議
と
国
民
投
票
を
経
て
一
二
月
二
日
皇
帝
に
即
位
し
た
ナ
ポ
レ

オ
ン
に
つ
い
て
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
帝
国
は
長
続
き
す
る
こ
と
は
な
い
。
一
人
の
変
わ
り
者
が

国
家
の
頂
点
に
登
り
つ
め
、
こ
れ
ま
で
の
エ
リ
ー
ト
の
家
族
の
外
部
に
あ
ら
た
な
統
治
者
と
そ
の
王
朝
を
設
立
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
な
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ど
と
い
う
例
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
実
験
的
政
治
学
」
の
法
則
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
理
法
則
の
よ
う
な
厳
格

さ
を
も
っ
て
物
事
の
経
緯
を
支
配
す
る
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
支
配
が
長
く
続
か
な
か
っ
た
よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
支
配
は
い
ず
れ
崩
壊

す
る
だ
ろ
う
、
と
。
そ
う
し
た
見
解
を
皇
帝
に
伝
え
る
方
法
に
つ
い
て
も
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
非
常
に
慎
重
で
あ
っ
た
し
、
事
態
の
進
展
も

王
制
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
再
建
の
明
る
い
展
望
を
す
ぐ
に
指
し
示
す
も
の
と
は
見
え
な
か
っ
た
。

　

一
八
〇
五
年
四
月
一
一
日
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
条
約
で
イ
ギ
リ
ス
と
ロ
シ
ア
と
の
同
盟
が
成
立
、
フ
ラ
ン
ス
を
一
七
八
九
年
の
革
命
前
の

国
境
ま
で
押
し
も
ど
す
こ
と
が
約
さ
れ
る
。
八
月
九
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
こ
れ
に
加
わ
り
第
三
次
対
仏
大
同
盟
が
成
立
す
る
。
だ
が
ナ
ポ

レ
オ
ン
打
倒
の
期
待
は
一
八
〇
五
年
一
二
月
二
日
ア
ウ
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
の
戦
い
で
打
ち
砕
か
れ
る
。
敗
戦
後
メ
ー
ス
ト
ル
は
意
気
消
沈
し

て
い
た
が
、
そ
の
後
に
書
か
れ
た
覚
書
に
も
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
に
対
す
る
配
慮
が
濃
厚
に
見
ら
れ
る
。
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
は
ま
だ
若

く
、
は
じ
め
て
戦
争
の
脅
威
に
直
面
し
た
皇
帝
に
そ
の
敗
走
を
責
め
る
の
は
酷
で
あ
る
。
皇
帝
の
周
囲
に
は
適
切
な
助
言
者
が
い
な
か
っ

た
し
、
共
に
戦
っ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
臆
病
と
裏
切
り
に
敗
戦
の
原
因
は
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
今
回
の
敗
北
は
帝

国
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
は
「
ひ
と
し
ず
く
の
血
」
に
過
ぎ
ず
、
今
後
は
「
フ
ァ
ビ
ウ
ス
の
戦
い
」
が
求
め
ら
れ
る
、
と
（G

ignoux p.121, 

Lebrun, pp.197-198

）。
こ
の
覚
書
は
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
に
ま
で
届
い
た
と
い
わ
れ
る
。
以
降
の
対
外
情
勢
に
つ
い
て
の
折
に
触
れ

て
の
覚
書
で
メ
ー
ス
ト
ル
は
――
間
接
的
に
――
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
に
対
す
る
助
言
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
戦
局
は
一
向
に
好
転
の
兆
し
を
見
せ
な
い
。
一
八
〇
六
年
一
〇
月
九
日
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
の
支
持
を
受
け
た
プ
ロ
イ

セ
ン
は
ラ
イ
ン
左
岸
の
引
き
渡
し
を
求
め
て
フ
ラ
ン
ス
に
宣
戦
、
第
四
次
対
仏
大
同
盟
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
の
戦
争
が
再
開
さ
れ
る
が
、

一
四
日
の
イ
エ
ナ
・
ア
ウ
エ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
戦
い
で
プ
ロ
イ
セ
ン
は
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
る
。
二
七
日
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
ベ
ル
リ
ン
を

占
領
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
は
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
へ
逃
亡
す
る
。
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
制
圧
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
一
一
月
二
一
日
対
英

大
陸
封
鎖
を
宣
言
す
る
。
翌
一
八
〇
七
年
七
月
七
日
に
締
結
さ
れ
る
テ
ィ
ル
ジ
ッ
ト
の
講
和
条
約
で
、
ロ
シ
ア
と
プ
ロ
イ
セ
ン
は
対
仏
大
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同
盟
か
ら
脱
落
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
エ
ル
ベ
川
以
西
の
領
土
を
割
譲
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
弟
ジ
ェ
ロ
ー
ム
を
国
王
と
す
る
ウ
ェ
ス
ト
ウ
ァ
ー

レ
ン
王
国
が
成
立
、
ま
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
領
土
を
返
還
し
て
ワ
ル
シ
ャ
ワ
王
国
が
成
立
し
て
い
る
。

　

テ
ィ
ル
ジ
ッ
ト
の
講
和
は
、
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
大
使
と
し
て
の
メ
ー
ス
ト
ル
の
立
場
を
微
妙
な
も
の
に
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
と
同
盟
し
て
敵

国
と
な
っ
た
ロ
シ
ア
で
彼
は
孤
立
す
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
メ
ー
ス
ト
ル
は
パ
リ
に
赴
い
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
会
見
し
た
い
と
要
望
し

て
い
る
。
講
和
成
立
後
に
フ
ラ
ン
ス
大
使
と
し
て
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
派
遣
さ
れ
た
将
軍
サ
ヴ
ァ
リ
（A

nne Jean M
arie R

ené 

Savary(1774-1833)
に
メ
ー
ス
ト
ル
は
一
〇
月
一
三
日
会
見
し
て
、
皇
帝
へ
の
拝
謁
を
要
請
し
て
い
る
。
メ
ー
ス
ト
ル
が
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ

ン
と
直
接
に
面
談
す
る
こ
と
で
何
を
意
図
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
資
料
は
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
政
府
へ
の
通

信
と
日
記
の
み
で
あ
り
、
自
国
政
府
に
対
し
て
も
、
ま
た
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
フ
ラ
ン
ス
側
関
係
者
に
も
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
当
人
に
何
を
述
べ

て
何
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
一
切
知
ら
せ
て
い
な
い
（Lebrun, pp.186-187

）。

　

問
題
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
対
す
る
根
本
的
な
評
価
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
の
崩
壊
後
に
権
力
を
握
っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は

革
命
の
簒
奪
者
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
精
神
を
継
続
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
妥
協
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
と

直
接
に
「
対
決
」
す
る
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
あ
く
ま
で
も
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
の
大
使
と
し
て
、
革
命
と
戦
争
に
翻
弄
さ
れ
て
イ
タ

リ
ア
本
土
の
領
土
を
喪
失
し
た
小
国
の
外
交
官
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
を
制
圧
し
た
支
配
者
と
政
治
的
・
外
交
的
な
取
り
引
き
を
試
み
て
、

自
国
の
利
益
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
と
、
ひ
と
ま
ず
は
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（G

ignoux, p.123

）。

　

メ
ー
ス
ト
ル
の
行
動
と
説
明
に
不
分
明
さ
が
残
る
の
は
、
彼
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
秩
序
の
再
建
の
中
心
は
な
ん

と
い
っ
て
も
フ
ラ
ン
ス
で
あ
り
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
を
再
建
す
る
た
め
の
方
策
は
何
か
と
い
う
彼
自
身
の
根
本
問
題
に
こ
れ
が
関
わ
っ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
の
再
興
こ
そ
が
そ
の
あ
り
う
べ
き
道
で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
の
こ
れ
ま
で
の
立
場
で
あ
っ
た
。
だ
が
ル

イ
一
八
世
の
宮
廷
と
メ
ー
ス
ト
ル
と
の
間
に
は
、
再
建
後
の
王
制
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
か
な
り
の
距
離
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
簒
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奪
者
た
る
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
新
た
な
王
朝
が
あ
ら
た
な
再
建
の
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
（Lebrun, p.190-191

）。
メ
ー
ス
ト
ル
が
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
思
案
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
と
想
わ
れ
る
節
は
あ
る
。
た
だ
し

そ
こ
か
ら
明
確
な
結
論
を
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
戦
局
の
展
開
は
そ
の
可
能
性
を
閉
ざ
す
こ
と
に
な
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
会
見
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
サ
ヴ
ァ
リ
大
使
が
本
国
政
府
に
メ
ー
ス
ト
ル
の
要
請
を
伝
え
た
か
ど
う
か
も
定
か
で
は
な

い
し
、
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
政
府
か
ら
は
メ
ー
ス
ト
ル
の
計
画
は
是
認
で
き
な
い
と
の
厳
し
い
返
信
が
戻
っ
て
き
て
い
る
。
メ
ー
ス
ト
ル
の
意

図
が
奈
辺
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
結
果
的
に
は
本
国
政
府
の
メ
ー
ス
ト
ル
に
対
す
る
不
信
を
掻
き
立
て
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

ロ
シ
ア
が
テ
ィ
ル
ジ
ッ
ト
講
和
で
結
ん
だ
フ
ラ
ン
ス
と
の
同
盟
を
破
棄
し
て
、
あ
ら
た
め
て
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
の
準
備
を
開
始
す
る

の
は
、
一
八
一
〇
年
の
末
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
間
、
メ
ー
ス
ト
ル
の
活
動
の
重
心
は
『
政
治
的
国
制
の
生
成
原
理
に

つ
い
て
の
試
論
』、『
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
夜
話
』
の
執
筆
と
ロ
シ
ア
の
国
内
問
題
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
八
一
二
年
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
シ
ア
遠
征
開
始
（
六
月
二
四
日
）、九
月
一
四
日
モ
ス
ク
ワ
入
場
か
ら
一
〇
月
一
九
日
撤
退
開
始
を
受
け
て
、

翌
一
八
一
三
年
二
月
に
ロ
シ
ア
、
プ
ロ
イ
セ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
対
仏
連
合
が
再
編
さ
れ
て
「
解
放
戦
争
」
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
一
八
一
四
年
三
月
三
一
日
の
パ
リ
入
城
に
い
た
る
過
程
で
、
対
仏
大
同
盟
に
お
け
る
ロ
シ
ア
と
そ
の
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
デ

ル
の
主
導
的
地
位
が
次
第
に
明
確
に
な
る
。

　

メ
ー
ス
ト
ル
は
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
と
の
特
別
な
関
係
を
理
由
に
講
和
交
渉
に
参
加
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら

メ
ー
ス
ト
ル
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
留
め
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
国
王
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
は
一
八
一
三
年

夏
に
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
の
大
本
営
に
別
の
代
表
バ
ル
ボ
（C

hevalier G
aëtano B

albo

）
を
派
遣
し
、
続
く
一
八
一
四
年
の
ウ
ィ
ー
ン
会
議

に
も
メ
ー
ス
ト
ル
は
派
遣
さ
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
理
由
を
本
国
に
問
い
合
わ
せ
た
が
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
か
ら
の
移
動
に
時
間
が
か
か
る
と

い
う
便
宜
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、
メ
ー
ス
ト
ル
に
対
す
る
信
頼
の
喪
失
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
回
答
が
返
っ
て
き
た
。
メ
ー
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ス
ト
ル
は
侮
辱
で
ほ
と
ん
ど
我
を
忘
れ
た
、
と
い
う
（Lebrun, p.187

）。
こ
う
し
て
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
講
和
会
議
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
再

建
を
め
ぐ
る
最
高
の
舞
台
に
出
場
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
ロ
シ
ア
な
ら
び
に
諸
列
強
の
目
指
す
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

秩
序
像
と
メ
ー
ス
ト
ル
の
構
想
と
の
乖
離
が
明
ら
か
に
な
る
過
程
で
も
あ
っ
た
。

　

３　

フ
ラ
ン
ス
王
室
と
の
関
係

　

ロ
シ
ア
滞
在
中
は
ま
た
亡
命
中
の
フ
ラ
ン
ス
王
室
と
の
関
係
が
あ
ら
た
め
て
進
展
す
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
す
で
に
『
フ
ラ
ン
ス
に
つ

い
て
の
省
察
』
刊
行
後
に
ル
イ
一
八
世
の
側
近
で
あ
る
ア
ヴ
ァ
レ
伯
か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
が
、
一
八
〇
四
年
六
月
に
あ
ら
た
め
て
ナ
ポ
レ

オ
ン
の
皇
帝
宣
言
に
反
対
す
る
声
明
文
の
作
成
に
協
力
の
依
頼
が
く
る
。
メ
ー
ス
ト
ル
は
匿
名
を
条
件
に
協
力
の
申
出
を
受
け
て
い
る
。

す
で
に
前
回
の
経
験
を
踏
ま
え
て
メ
ー
ス
ト
ル
は
自
国
政
府
（
外
相
ロ
ッ
シ
）
に
仔
細
を
伝
え
る
な
ど
慎
重
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
が
、

ブ
ル
ボ
ン
王
室
側
は
積
極
的
に
メ
ー
ス
ト
ル
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
ア
ヴ
ァ
レ
伯
の
友
人
で
あ
っ
た
ブ
ラ
カ
伯
（Pierre-Louis de 

B
lacas, 1771-1839.1821

か
ら
侯
爵
）
を
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
派
遣
す
る
。
ブ
ラ
カ
と
メ
ー
ス
ト
ル
は
す
で
に
一
八
〇
三
年
春
に
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
で
知
り
合
っ
て
い
た
。
一
八
〇
四
年
か
ら
一
八
〇
八
年
の
間
ブ
ラ
カ
は
メ
ー
ス
ト
ル
の
隣
人
と
し
て
交
流
し
て
、
歳
の
離
れ
た
こ
の

若
い
フ
ラ
ン
ス
王
党
派
貴
族
と
の
間
の
親
密
な
友
情
は
メ
ー
ス
ト
ル
の
死
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。

　

メ
ー
ス
ト
ル
は
フ
ラ
ン
ス
王
室
に
対
し
て
は
一
貫
し
て
誠
実
に
対
し
て
い
た
。
一
八
一
三
年
八
月
に
は
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
と
の
良

好
な
関
係
を
ル
イ
一
八
世
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
申
し
出
て
い
る
。
ロ
ー
マ
の
フ
ラ
ン
ス
大
使
と
な
っ
て
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
の
改
訂

交
渉
を
行
う
こ
と
が
メ
ー
ス
ト
ル
の
希
望
で
あ
っ
た
（Lebrun, pp.194-195
）。
だ
が
一
八
一
五
年
二
月
に
『
政
治
的
国
制
の
生
成
原
理

に
つ
い
て
の
試
論
』
が
フ
ラ
ン
ス
で
出
版
さ
れ
た
こ
と
か
ら
両
者
の
間
に
疎
隔
が
生
ま
れ
は
じ
め
る
。
前
年
一
八
一
四
年
五
月
三
日
に
ル

イ
一
八
世
は
パ
リ
に
入
城
、
直
後
の
二
二
日
に
は
憲
法
起
草
を
委
託
さ
れ
た
委
員
会
が
作
業
を
開
始
し
、
六
月
四
日
に
憲
法
（
シ
ャ
ル
ト
）
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が
交
付
さ
れ
る
。
制
定
憲
法
を
原
理
的
に
否
定
す
る
メ
ー
ス
ト
ル
の
著
書
は
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
再
建
を
果
た
し
た
ル
イ
一
八
世
の
憲
法
政
策

と
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
か
た
ち
に
な
っ
た
（Lebrun, pp.195-197

）。

　

フ
ラ
ン
ス
王
室
と
の
間
の
行
き
違
い
は
、
た
ん
に
憲
法
政
策
上
の
路
線
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ブ
ラ
カ
と
の
書
簡
の
や
り
と
り
で

メ
ー
ス
ト
ル
は
フ
ラ
ン
ス
に
根
強
い
「
ガ
リ
カ
ン
主
義
」
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
教
会
か
ら
の
相
対
的
自
立
と
主
権
者
の
も
と

へ
の
服
属
を
求
め
る
ガ
リ
カ
ン
教
会
主
義
は
「
宗
教
的
主
權
と
政
治
的
宗
教
」
の
原
則
を
破
壊
す
る
も
の
だ
と
い
う
メ
ー
ス
ト
ル
の
説
得

は
ブ
ラ
カ
を
納
得
さ
せ
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
一
八
一
五
年
か
ら
一
八
一
六
年
に
か
け
て
集
中
的
に
作
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
『
教

皇
論
』
の
草
稿
は
、
ブ
ラ
カ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
書
か
れ
た
（Lebrun, pp.193-194

）。

　

４　

ロ
シ
ア
国
内
政
治
へ
の
関
与

　

メ
ー
ス
ト
ル
が
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
の
信
頼
を
獲
得
し
て
い
た
の
は
短
期
だ
っ
た
が
、
ロ
シ
ア
の
国
内
政
治
に
も
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
一
国
の
、
し
か
も
弱
小
な
亡
命
政
権
の
大
使
が
駐
在
国
の
内
政
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
意
味
で
異
例
で

あ
り
、
ま
た
本
国
の
内
政
に
影
響
力
を
も
た
な
か
っ
た
彼
の
経
歴
の
上
で
も
特
異
な
時
期
で
あ
っ
た
（Lebrun, p.197

）。

　

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
統
治
の
最
初
の
改
革
の
一
つ
は
ロ
シ
ア
の
教
育
制
度
の
根
本
的
な
再
構
築
で
あ
っ
た
。
一
八
〇
二
年
九
月
に
は
公
的

教
育
の
た
め
の
省
が
設
立
さ
れ
、
初
等
教
育
か
ら
大
学
に
い
た
る
世
俗
教
育
制
度
の
改
革
を
求
め
る
デ
ク
レ
が
発
せ
ら
れ
る
。
新
た
な
シ

ス
テ
ム
は
近
代
的
な
公
務
員
の
訓
練
を
目
指
し
、
官
僚
制
、
出
自
で
は
な
く
業
績
に
よ
っ
て
徴
募
と
昇
進
が
行
わ
れ
る
、
明
確
な
権
限
を

も
つ
官
僚
制
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
改
革
の
功
利
主
義
的
で
平
等
主
義
的
な
性
格
は
、
国
家
の
関
連
業
務
の
貴
族
に
よ

る
独
占
の
打
破
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
保
守
的
な
貴
族
層
が
こ
れ
に
反
対
す
る
の
は
当
然
の
成
行
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
改
革
は
す
で
に
メ
ー
ス
ト
ル
が
ロ
シ
ア
に
来
た
最
初
の
年
に
進
行
し
て
い
た
が
、
彼
が
こ
れ
ら
の
問
題
に
取
り
組
む
の
は
教



97 － ジョゼフ・ド・メーストルの政治思想（牧野）

育
改
革
の
第
二
段
階
に
な
っ
て
で
あ
っ
た
。
一
八
〇
八
年
以
降
に
始
ま
る
聖
職
者
教
育
に
関
す
る
改
革
に
対
し
て
は
、
ロ
シ
ア
教
会
と
在

ロ
シ
ア
の
カ
ト
リ
ッ
ク
・
イ
エ
ズ
ス
会
は
自
分
た
ち
の
学
校
が
こ
う
し
た
「
啓
蒙
主
義
」
の
シ
ス
テ
ム
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、

貴
族
た
ち
と
連
繋
し
て
反
対
す
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
の
友
人
で
あ
り
、ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
保
守
的
な
貴
族
の
友
人
、そ
し
て
啓
蒙
主
義
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
対
す
る
徹
底
し
た
反
対
者
と
し
て
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
ロ
シ
ア
の
改
革
反
対
派
の
強
力
な
同
盟
者
と
し
て

浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（Lebrun, p.199

）。

　

問
題
は
教
育
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
立
憲
制
問
題
」
で
も
あ
っ
た
。
テ
ィ
ル
ジ
ッ
ト
講
和
の
後
、
国
内
問
題
に
お
け
る
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ル
の
顧
問
と
し
て
大
き
な
影
響
力
を
行
使
し
て
い
た
の
は
ス
ペ
ラ
ン
ス
キ
ー
（M

ichael Speransky, 1772-1839

）
で
あ
っ
た
。
ス
ペ

ラ
ン
ス
キ
ー
は
明
確
な
「
民
主
主
義
者
」
あ
る
い
は
「
自
由
主
義
者
」
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
改
革
路
線
は
ロ
シ
ア
の
専
制
的
寡
頭
支

配
の
体
制
の
近
代
化
、
職
務
の
明
確
化
、
法
典
化
、
税
制
シ
ス
テ
ム
の
改
善
等
々
を
目
指
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
ス
ペ
ラ
ン
ス
キ
ー
の
試

み
を
メ
ー
ス
ト
ル
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
同
様
に
危
険
な
本
質
を
も
つ
も
の
と
見
て
い
た
。
皇
帝
は
ス
ペ
ラ
ン
ス
キ
ー
に
唆
さ
れ
て
「
非
常

に
危
険
な
実
験
を
試
み
て
い
る
」
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。『
政
治
的
国
制
の
生
成
原
理
に
つ
い
て
の
試
論
』
の
執
筆
は
ス
ペ
ラ
ン
ス
キ
ー

の
こ
う
し
た
計
画
に
刺
激
を
受
け
た
と
い
わ
れ
る
。
一
八
〇
九
年
五
月
に
は
そ
の
原
稿
は
完
成
し
て
い
た
（Lebrun, pp.199-200

）。

　

ロ
シ
ア
に
お
け
る
教
育
改
革
問
題
に
メ
ー
ス
ト
ル
が
直
接
関
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
一
〇
年
に
教
育
担
当
新
大
臣
ラ
ズ
モ

フ
ス
キ
ー
伯
爵
（A
leksey K

irillovich R
azum

ovsky, 1748

-1822
）
が
就
任
し
て
か
ら
だ
っ
た
。
ラ
ズ
モ
フ
ス
キ
ー
は
メ
ー
ス
ト
ル
に
首

都
近
郊
に
新
設
さ
れ
る
ツ
ァ
ー
ル
ス
コ
エ
・
セ
ロ
ー
・
リ
セ
（Tsarskoe Selo Lycée

）
の
教
育
内
容
に
つ
い
て
の
見
解
を
求
め
た
の
で
あ

る
。
こ
の
リ
セ
は
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
が
自
分
の
弟
を
は
じ
め
良
家
の
子
弟
を
教
育
す
る
た
め
に
一
八
一
一
年
に
設
立
し
、
後
に
プ
ー

シ
キ
ン
な
ど
を
輩
出
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
自
然
科
学
を
偏
重
し
て
道
徳
教
育
を
等
閑
視
し
て
い

る
と
批
判
し
、
啓
蒙
期
以
前
の
古
典
教
育
、
ラ
テ
ン
語
と
論
理
学
の
修
得
を
強
調
し
た
。
ま
た
啓
蒙
思
想
を
信
奉
す
る
外
国
人
教
師
の
悪
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影
響
に
対
す
る
解
毒
剤
と
し
て
メ
ー
ス
ト
ル
は
イ
エ
ズ
ス
会
を
推
奨
し
た
の
で
あ
る
。
新
教
育
大
臣
ラ
ズ
モ
フ
ス
キ
ー
は
こ
の
提
言
を
真

剣
に
受
け
と
め
て
、
計
画
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
対
す
る
問
題
点
を
報
告
書
と
し
て
提
出
し
た
。
そ
の
結
果
採
用
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
は
当
初
の
も
の
か
ら
は
そ
の
革
新
性
を
減
ず
る
こ
と
に
な
り
（
ギ
リ
シ
ア
語
、
自
然
史
、
考
古
学
、
天
文
学
、
そ
し
て
化
学
を
除
く
）。

こ
の
リ
セ
は
一
八
一
〇
年
八
月
に
ツ
ァ
ー
リ
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
な
る
（Lebrun pp.201-202

）。

　

こ
う
し
て
ラ
ズ
モ
フ
ス
キ
ー
に
対
す
る
意
見
具
申
を
通
じ
て
の
メ
ー
ス
ト
ル
の
ロ
シ
ア
政
治
へ
の
関
与
は
成
功
を
収
め
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
最
大
の
成
果
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ポ
ラ
ツ
ク
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
大
学
の
設
置
を
認
め
さ
せ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク

大
学
の
設
置
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
要
求
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
き
の
リ
セ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
問
題
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
メ
ー
ス
ト

ル
は
ロ
シ
ア
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
要
求
を
積
極
的
に
支
援
し
て
い
る
（Lebrun, pp.202-204

）。

　

ロ
シ
ア
で
イ
エ
ズ
ス
会
の
存
在
が
重
要
に
な
る
の
は
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
二
世
の
一
七
七
二
年
の
第
一
次
ポ
ー
ラ
ン
ド
分
割
か
ら
で
あ
る
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
一
部
併
合
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
イ
エ
ズ
ス
会
が
ロ
シ
ア
に
編
入
さ
れ
る
。
一
年
後
の
一
七
七
三
年
に
ロ
ー
マ
教

皇
ク
レ
メ
ン
ス
一
四
世
に
よ
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
禁
圧
が
行
わ
れ
た
と
き
に
、
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
二
世
は
そ
の
教
皇
勅
書
の
帝
国
内
で
の
交
付

を
拒
否
し
た
。
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
二
世
に
よ
る
イ
エ
ズ
ス
会
擁
護
の
背
景
に
は
、
教
育
制
度
と
し
て
の
有
用
性
と
と
も
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
地

域
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
住
民
の
忠
誠
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
思
惑
が
あ
っ
た
。
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
二
世
統
治
の
間
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
活
動
は

旧
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
地
域
（
現
在
の
ベ
ラ
ル
ー
シ
）
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
他
の
地
域
に
活
動
の
拠
点
を
建
設
し
始
め
る
。
フ
ラ

ン
ス
革
命
の
勃
発
を
受
け
て
、
ロ
シ
ア
は
フ
ラ
ン
ス
の
亡
命
貴
族
や
僧
侶
が
首
都
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
受
け
入
れ
、
女
帝
の
没

す
る
前
年
の
一
七
九
五
年
に
は
イ
エ
ズ
ス
会
司
祭
の
数
は
ロ
シ
ア
で
は
（
一
七
七
二
年
の
）
九
七
か
ら
二
〇
二
に
ま
で
増
大
し
て
い
た
。

　

次
の
パ
ー
ヴ
ェ
ル
一
世
の
統
治
の
間
（
一
七
九
六
‒一
八
〇
一
年
）
に
イ
エ
ズ
ス
会
は
首
都
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
や
そ
の
他
の
地
域
に
活
動

を
拡
大
す
る
。
そ
の
繁
栄
は
新
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
の
統
治
の
初
期
に
も
続
い
た
。
首
都
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
カ
レ
ッ
ジ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
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地
域
の
拠
点
は
も
と
よ
り
、
ヴ
ォ
ル
ガ
地
域
の
ド
イ
ツ
人
入
植
地
や
、
ク
リ
ミ
ア
、
コ
ー
カ
サ
ス
な
ど
多
様
な
地
方
で
伝
道
の
拠
点
を
設

立
す
る
。
ス
ペ
ラ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
改
革
に
対
し
て
は
保
守
派
と
連
繋
し
て
そ
の
権
益
を
確
保
し
て
い
た
が
、
一
八
一
一
年
一
〇
月
、
新

教
育
相
ラ
ズ
モ
フ
ス
キ
ー
の
就
任
を
好
機
と
捉
え
て
、
ポ
ラ
ツ
ク
の
学
校
を
「
大
学
」
に
格
上
げ
し
て
各
地
の
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
の
セ
ン

タ
ー
と
す
る
こ
と
（
ロ
シ
ア
の
大
学
は
そ
の
地
域
の
学
校
の
監
督
権
限
を
有
し
て
い
た
）
を
要
請
し
た
。
メ
ー
ス
ト
ル
は
こ
の
イ
エ
ズ
ス

会
の
「
教
育
の
自
立
」
要
求
を
支
持
し
て
、
ラ
ズ
モ
フ
ス
キ
ー
、
ゴ
リ
ー
ツ
ィ
ン
宗
務
院
事
務
総
長
（Prince A

lexander N
ikolayevich 

G
olitsyn, 1773

‒1844.1817-1824

年
に
教
育
相
）
な
ど
政
府
関
係
者
に
協
力
に
働
き
か
け
て
、
ポ
ラ
ツ
ク
に
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
を
設
置

す
る
件
は
一
八
一
二
年
一
月
に
要
請
は
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
の
裁
可
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

　

教
育
改
革
と
イ
エ
ズ
ス
会
の
要
求
支
援
に
関
し
て
メ
ー
ス
ト
ル
の
文
書
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
し
す
で

に
述
べ
た
歴
史
的
文
脈
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
・
イ
エ
ズ
ス
会
支
援
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
統
治
な
ら
び
に
ロ
ー
マ
教

皇
に
対
す
る
対
外
的
・
戦
略
的
な
思
惑
か
ら
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
メ
ー
ス
ト
ル
の
影
響
力
の
限
界
も
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
対
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
状
況
変
化
に
と
も
な
う
対
外
的
環
境
の
変
化
は
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

メ
ー
ス
ト
ル
は
一
八
一
二
年
に
は
皇
帝
に
対
す
る
直
接
の
相
談
役
と
な
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
な
お
不

明
な
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
一
八
一
二
年
二
月
二
五
日
ニ
コ
ラ
イ
・
ト
ル
ス
ト
イ
伯
爵
を
通
じ
て
皇
帝
か
ら
の
重
大
な
提
案
を
受
け
た
と

日
記
に
は
記
し
て
い
る
。
国
内
で
は
ス
ペ
ラ
ン
ス
キ
ー
が
皇
帝
の
信
頼
を
失
い
つ
つ
あ
り
、
ロ
シ
ア
皇
帝
は
「
解
放
戦
争
」
に
向
け
て
大

き
く
舵
を
切
ろ
う
と
し
て
い
た
。
ロ
シ
ア
側
か
ら
は
皇
帝
あ
る
い
は
宰
相
の
直
接
の
助
言
者
に
メ
ー
ス
ト
ル
を
任
ず
る
と
い
う
申
出
が
あ

り
、メ
ー
ス
ト
ル
は
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
国
王
に
そ
の
旨
の
了
承
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
答
え
た
と
い
わ
れ
る
。
メ
ー
ス
ト
ル
は
サ
ル
デ
ィ

ニ
ア
国
王
の
臣
下
と
し
て
の
立
場
と
皇
帝
政
府
へ
の
助
言
と
の
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
の
両
立
を
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

結
果
か
ら
み
れ
ば
、
メ
ー
ス
ト
ル
の
皇
帝
と
の
接
近
の
頂
点
で
あ
っ
た
。
一
八
一
二
年
三
月
一
七
日
ト
ル
ス
ト
イ
の
仲
介
で
メ
ー
ス
ト
ル
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は
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
と
会
見
、
四
月
二
〇
日
皇
帝
が
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
を
発
つ
前
夜
に
二
度
目
の
会
見
を
し
て
長
い
間
話
し
合
っ
た
と
い
う
。

メ
ー
ス
ト
ル
は
皇
帝
の
後
を
追
う
よ
う
に
五
月
一
一
日
に
首
都
を
発
っ
て
一
七
日
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ポ
ラ
ツ
ク
に
赴
き
、
七
月
七
日
ま

で
滞
在
し
て
い
る
。
皇
帝
の
行
軍
に
随
行
す
る
の
が
当
初
の
目
的
だ
っ
た
が
、
皇
帝
と
の
接
触
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
ポ
ラ
ツ
ク
で
は
六

月
二
二
日
に
行
わ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
へ
の
昇
格
の
記
念
式
典
に
参
加
し
て
い
る（

６
）。

　

５　

ト
リ
ノ
へ
の
召
還

　

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ロ
シ
ア
遠
征
に
始
ま
る
戦
争
の
本
格
化
は
両
者
の
間
の
連
絡
を
中
断
し
て
し
ま
い
、
戦
争
終
結
後
に
も
ち
あ
が
る
ロ
シ

ア
国
内
で
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
処
遇
を
め
ぐ
る
問
題
が
メ
ー
ス
ト
ル
召
還
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
軍
が
ロ
シ
ア
か
ら

撤
退
し
た
一
八
一
二
年
末
の
段
階
で
、
正
教
会
の
側
か
ら
イ
エ
ズ
ス
会
の
活
動
に
対
す
る
非
難
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
た
だ
し
ロ
シ
ア
上

流
社
会
で
の
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
る
改
宗
運
動
が
問
題
と
な
り
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
が
イ
エ
ズ
ス
会
の
排
除
を
命
じ
る
の
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
と

の
戦
争
が
最
終
的
に
決
着
し
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

一
八
一
五
年
六
月
九
日
ウ
ィ
ー
ン
会
議
最
終
議
定
書
、
そ
し
て
一
一
月
二
〇
日
の
第
二
次
パ
リ
条
約
に
よ
っ
て
革
命
戦
争
の
最
終
決
着

の
結
果
、
少
な
く
と
も
外
交
的
に
は
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
政
府
は
そ
の
本
土
再
建
を
達
成
す
る
。
二
度
目
の
パ
リ
条
約
で
は
サ
ヴ
ォ
ワ
が
ピ
エ

モ
ン
テ
に
返
還
さ
れ
た
。
こ
れ
で
外
交
官
と
し
て
の
メ
ー
ス
ト
ル
の
任
務
は
一
応
達
成
さ
れ
た
か
た
ち
に
な
る
。

　

そ
の
年
の
末
に
ロ
シ
ア
に
戻
っ
た
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
は
一
八
一
六
年
一
月
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
首
都
か
ら
の
追
放
を
宣
告
す
る
。
こ
れ

を
受
け
て
メ
ー
ス
ト
ル
は
二
月
六
日
に
最
後
の
会
見
を
し
て
い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
の
イ
エ
ズ
ス
会
排
除
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
国
内

の
保
守
的
支
配
層
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
排
除
の
要
請
、
皇
帝
と
そ
し
て
宗
務
事
務
総
長
ゴ
リ
ー
ツ
ィ
ン
が
推
進
し
て
い
た
聖
書
協
会
に
イ

エ
ズ
ス
会
が
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
一
八
一
四
年
教
皇
ピ
ウ
ス
七
世
に
よ
っ
て
イ
エ
ズ
ス
会
修
道
会
の
再
建
が
な
さ
れ
た
こ
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と
が
背
景
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
国
内
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
ロ
ー
マ
教
会
の
組
織
指
導
の
下
に
復
帰
す
る
こ
と
は
、
ロ
シ
ア

が
こ
れ
ま
で
イ
エ
ズ
ス
会
士
を
保
護
し
て
き
た
外
交
的
な
利
点
を
失
わ
せ
る
ば
か
り
か
、
国
内
に
統
制
不
能
の
宗
教
的
分
子
の
存
在
を
放

置
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
処
遇
を
め
ぐ
る
メ
ー
ス
ト
ル
と
ロ
シ
ア
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ル
と
の
決
裂
は
、
い
わ
ば
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
秩
序
と
そ
の
原
理
を
め
ぐ
る
相
違
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
ま
た
王
政
復
古
の
フ
ラ
ン
ス
国
王
ル
イ
一
八
世
と
の
対
立
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

Ⅵ　

最
後
の
日
々
――
一
八
一
七
‒一
八
二
一
年

　

一
八
一
七
年
五
月
二
七
日
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
皇
帝
の
仕
立
て
た
小
舟
で
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
か
ら
ク
ロ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
向
か
い
、
翌
日
軍

艦
『
ハ
ン
ブ
ル
ク
』
で
フ
ラ
ン
ス
に
向
か
っ
た
。
六
月
二
一
日
に
カ
レ
ー
に
入
港
後
た
だ
ち
に
パ
リ
へ
向
か
い
、
六
月
二
四
日
晩
に
到
着
、

七
月
七
日
の
謁
見
と
翌
日
の
外
交
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
で
王
と
会
見
す
る
。
メ
ー
ス
ト
ル
に
対
す
る
国
王
ル
イ
一
八
世
の
応
対
は
鄭
重
な
も
の

だ
っ
た
が
そ
こ
に
は
冷
た
い
空
気
が
流
れ
て
い
た
（Lebrun, p.228

）。
国
王
の
冷
淡
さ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
先
頃
メ
ー
ス
ト
ル
の
名

前
で
出
版
さ
れ
た
『
政
治
的
国
制
の
生
成
原
理
』
が
復
古
王
政
の
憲
法
制
定
に
対
す
る
批
判
だ
と
受
け
と
め
ら
れ
た
こ
と
が
関
与
し
て
い

た
と
い
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
秩
序
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
の
再
建
さ
れ
る
べ
き
秩
序
の
あ
り
か
た

を
め
ぐ
る
根
本
的
な
立
場
の
相
違
が
あ
っ
た
。
憲
法
を
制
定
し
て
と
に
も
か
く
に
も
議
会
の
諸
党
派
の
支
持
に
依
拠
す
る
――
そ
れ
も
右

翼
で
は
な
く
左
右
両
翼
の
中
道
に
位
置
す
る
――
と
い
う
復
古
王
政
と
そ
の
政
府
の
方
向
に
対
し
て
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
と

そ
の
精
神
が
――
革
命
諸
派
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
没
落
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
力
を
増
し
て
――
前
進
し
つ
つ
あ
る
と
見
た
の
で
あ
っ
た
。

　

は
じ
め
て
の
パ
リ
で
メ
ー
ス
ト
ル
は
政
治
的
盟
友
で
あ
っ
た
ボ
ナ
ル
ド
や
ブ
ラ
カ
（
ロ
ー
マ
大
使
と
し
て
赴
任
）
に
は
会
う
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
も
不
在
で
あ
っ
た
が
、
フ
ァ
ボ
ー
ル
・
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
の
貴
族
の
サ
ロ
ン
で
は
温
か
く
迎
え
ら
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れ
た
。
そ
こ
で
の
経
験
に
つ
い
て
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
こ
ん
な
に
自
分
自
身
が
ど
ぎ
ま
ぎ
し
て
、
途
方
に
暮
れ
て
、
笑
い
も
の
に

さ
れ
た
と
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
、
誰
と
し
ゃ
べ
っ
て
よ
い
か
分
か
ら
ず
、
誰
も
知
り
合
い
が
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
私

の
生
涯
で
最
も
奇
妙
な
経
験
で
し
た
」。
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
や
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
サ
ロ
ン
で
人
々
を
魅
了
し
た
社
交
術
の
持
ち
主
が
ど
う
ふ
る

ま
っ
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
は
当
惑
さ
せ
る
出
来
事
だ
っ
た
に
違
い
な
い
（Lebrun, pp.228-229

）。
パ
リ
に
は
人
を
惹
き
つ

け
る
何
か
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
う
一
度
パ
リ
を
訪
れ
た
い
と
は
想
わ
な
い
、
と
メ
ー
ス
ト
ル
は
書
い
て
い
る
（G

ignoux, p.176

）。

　

ト
リ
ノ
へ
の
帰
途
で
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
亡
命
以
来
二
五
年
間
訪
ね
て
い
な
か
っ
た
故
郷
シ
ャ
ン
ベ
リ
ー
に
一
週
間
滞
在
し
（
八
月
一
四

日
）、
親
族
、
知
人
と
過
ご
し
た
後
、
一
八
一
七
年
八
月
二
二
日
ト
リ
ノ
に
帰
還
す
る
。
た
だ
し
メ
ー
ス
ト
ル
の
処
遇
は
な
か
な
か
定
ま

ら
ず
、
ト
リ
ノ
の
司
法
長
官
に
任
命
さ
れ
る
の
は
よ
う
や
く
翌
一
八
一
八
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

メ
ー
ス
ト
ル
自
身
は
、
ト
リ
ノ
の
宮
廷
や
政
府
周
辺
で
働
く
の
は
あ
ま
り
気
が
進
ま
ず
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
で
の
職
務
を
望
ん
で
い
た
と

い
わ
れ
る
――
こ
れ
は
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
秩
序
再
建
と
そ
こ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
会
と
そ
の
頂
点
と
し
て
の
教
皇
制
に
つ
い
て
彼
の

立
場
か
ら
出
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
す
で
に
ロ
シ
ア
に
駐
在
し
て
い
た
一
八
一
四
年
に
フ
ラ
ン
ス
王
室
に
取
り
立
て
ら
れ
る

と
い
う
可
能
性
が
――
少
な
く
と
も
メ
ー
ス
ト
ル
の
主
観
で
は
――
浮
上
し
て
い
た
時
に
、
友
人
の
ブ
ラ
カ
に
ロ
ー
マ
の
フ
ラ
ン
ス
大
使
と

し
て
勤
務
し
た
い
と
い
う
希
望
を
述
べ
て
い
た
。
結
局
は
当
の
ブ
ラ
カ
自
身
が
そ
の
ポ
ス
ト
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ト
リ
ノ
に
帰

国
し
て
か
ら
も
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
の
ロ
ー
マ
大
使
就
任
の
可
能
性
に
つ
い
て
ブ
ラ
カ
と
の
間
で
や
り
と
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
カ
も
友

人
と
再
び
同
じ
ロ
ー
マ
の
地
で
働
く
こ
と
を
希
望
し
て
大
使
就
任
に
向
け
て
関
係
者
に
働
き
か
け
を
し
て
い
る
。

　

結
局
メ
ー
ス
ト
ル
は
一
八
一
八
年
一
二
月
一
五
日
、
ト
リ
ノ
の
司
法
長
官
（R

égent de la G
rande C

hancellrie et m
inistre d'Etat

）
に

任
命
さ
れ
て
二
年
間
勤
務
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
島
カ
リ
ャ
リ
で
務
め
た
の
と
同
様
の
法
務
省

（C
hancellerie

）
の
頂
点
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
名
誉
職
的
な
存
在
で
、
実
質
的
な
権
限
を
も
た
な
か
っ
た
（G

ignoux, 
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pp.178-179.Lebrun p.227

）。
こ
う
し
て
彼
の
最
後
の
時
間
の
多
く
は
『
教
皇
論
』（
一
八
二
一
年
）
と
没
後
に
出
さ
れ
る
『
サ
ン
ク
ト
・

ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
夜
話
』
の
執
筆
と
編
集
に
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
編
集
に
力
を
入
れ
た
の
が
『
教
皇
論
』
で
あ
っ
た
。

　

メ
ー
ス
ト
ル
は
ト
リ
ノ
へ
の
帰
途
に
パ
リ
を
訪
問
し
た
際
に
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
執
筆
し
て
い
た
『
教
皇
論
』
の
出
版
の
手
配
を
シ
ャ

ト
ー
ブ
リ
ア
ン
に
要
請
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
彼
が
パ
リ
に
不
在
で
あ
っ
た
等
の
事
情
か
ら
出
版
は
遅
滞
し
て
い
た
。
ト
リ
ノ
に
着

い
た
メ
ー
ス
ト
ル
は
亡
命
時
代
に
知
り
合
っ
た
二
人
の
司
祭
に
相
談
し
た
結
果
、
ド
プ
ラ
ス
（G

uy-M
arie de Place, 1772-1843

）
と
い

う
俗
人
学
者
の
助
力
を
仰
ぐ
こ
と
に
し
た
。
一
八
一
八
年
六
月
半
ば
以
降
メ
ー
ス
ト
ル
は
直
接
ド
プ
ラ
ス
と
文
通
し
て
、
一
八
ヶ
月
の
交

信
で
著
者
と
編
集
者
と
の
間
に
も
と
も
と
の
テ
キ
ス
ト
を
実
質
的
に
修
正
す
る
た
め
の
協
力
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
（Lebrun, pp.233-

234

）。
メ
ー
ス
ト
ル
は
蔵
書
を
亡
命
で
失
っ
て
お
り
、
草
稿
は
手
許
に
置
い
て
い
た
膨
大
な
ノ
ー
ト
に
依
拠
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
事
情

も
手
伝
っ
て
、
学
術
文
献
の
通
例
規
則
か
ら
見
れ
ば
不
適
当
な
と
こ
ろ
、
引
用
の
間
違
い
や
二
次
文
献
の
利
用
、
さ
ら
に
は
引
用
そ
の
も

の
の
適
切
さ
な
ど
が
散
見
さ
れ
た
、
ド
プ
ラ
ス
は
こ
れ
ら
の
修
正
と
編
集
に
大
い
に
寄
与
し
て
い
る
（Lebrun, p.238

）。

Ⅶ　
『
教
皇
論
』（
一
八
一
九
年
）

　

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
敗
北
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
で
王
制
が
再
建
さ
れ
、
い
わ
ば
反
革
命
が
成
就
し
た
段
階
で
メ
ー
ス
ト
ル
が
『
教
皇
論
』
を

書
い
た
背
景
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
が
王
政
復
古
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
が
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
復
古
王
政
が「
憲
法
」（C

harte constitutionnelle

）を
公
布
し
た
こ
と
で
、成
文
憲
法
を
否
定
す
る
メ
ー

ス
ト
ル
と
ル
イ
一
八
世
の
憲
法
政
策
と
の
間
に
は
大
き
な
乖
離
が
生
じ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
メ
ー
ス
ト
ル
に
と
っ
て
、
フ
ラ
ン

ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
秩
序
の
中
心
を
占
め
て
い
る
以
上
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
治
体
制
の
あ
り
方
は
――
た
ん
に
周
辺
の
小
国
サ

ル
デ
ィ
ニ
ア
・
ピ
エ
モ
ン
テ
の
外
交
的
立
場
か
ら
の
み
な
ら
ず
――
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
に
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と
っ
て
は
世
俗
的
な
権
力
は
そ
れ
自
身
で
単
独
に
存
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
宗
教
的
な
秩
序
と
不
可
分
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
、
政
治
体
制
の
あ
り
方
そ
の
も
の
も
た
ん
に
市
民
的
＝
世
俗
的
な
国
制
と
し
て
で
は
な
く
、
宗
教
的
・
精
神
的
な
秩
序
と
そ
の
権
威
と

の
関
係
が
問
わ
れ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
見
れ
ば
、王
政
復
古
後
の
フ
ラ
ン
ス
が
そ
の
宗
教
政
策
、ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
と
の
関
係
に
お
い
て
自
国
教
会
の
相
対
的
な
自
立
を
主
張
す
る
「
ガ
リ
カ
ン
主
義
」
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
メ
ー
ス
ト
ル

に
と
っ
て
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宗
教
的
精
神
的
秩
序
の
中
心
と
し
て
の
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
と
そ
の
首
長
た
る
教
皇
の
権
限
、
そ
の
本
質
、
世
俗
的
・
政
治
的
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ガ
リ
カ
ニ
ズ
ム
を
は
じ
め
と
す
る

謬
見
を
正
す
こ
と
、
こ
れ
が
『
教
皇
論
』
の
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
教
皇
の
権
力
の
本
質
は
何
か
。「
精
神
秩
序
に
お
け
る
不
可
謬
性

0

0

0

0

と
世
俗
秩
序
に
お
け
る
主
権

0

0

と
は
完
全
に
同
義

（synonym
es

）
で
あ
る
。
両
者
は
共
に
す
べ
て
を
支
配
す
る
最
高
権
力
を
表
現
し
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
は
派
生
す
る
。
そ
れ
は
統
治
し
、

統
治
さ
れ
な
い
。
裁
き
、
裁
か
れ
な
い
。
／
注
意
す
べ
き
は
、『
教
会
は
不
可
謬
で
あ
る
』
と
い
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
教
会
に
何
か
特

別
の
特
権
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
求
す
る
の
は
た
だ
、
教
会
は
す
べ
て
の
主
権
と
同
様
、
必
然
的
に

無
謬
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
権
利
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
す
べ
て
の
統
治
は
絶
対
的
で
あ
り
、
誤
謬
や
不
正
を
理
由

に
反
抗
を
許
し
た
な
ら
統
治
は
も
は
や
存
在
し
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
」（D

u Pape (1819), Librairie D
roz, G

enève, 1966.p.27

）。

　

教
皇
の
も
つ
権
限
は
世
俗
の
主
権
と
同
様
に
絶
対
的
で
あ
る
。「
近
代
国
家
学
の
重
要
概
念
は
す
べ
て
世
俗
化
さ
れ
た
神
学
的
概
念
で

あ
る
」
と
い
う
『
政
治
神
学
』
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
発
言
も
こ
こ
に
由
来
し
て
い
る
が
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
む
し
ろ
主
権
の
観
念
を
宗

教
秩
序
と
し
て
の
教
会
に
投
影
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
世
俗
的
な
君
主
の
権
力
が
拡
大
し
て
絶
対
的
な
主
権
の
観
念
が
形
成
さ
れ
て

い
く
と
と
も
に
、
宗
教
的
な
権
威
の
担
い
手
で
あ
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
側
も
対
応
を
迫
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
世
俗
的
な
権

力
に
対
す
る
優
位
を
主
張
し
て
き
た
教
会
の
基
盤
が
最
終
的
な
解
体
局
面
に
入
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
メ
ー
ス
ト
ル
は
そ
う
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し
た
事
態
を
受
け
て
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
教
皇
の
権
限
に
つ
い
て
の
再
定
義
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
世
俗
の
主
権

と
教
皇
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
「
教
皇
は
時
に
は
主
権
者
と
対
立
す
る
が
、
決
し
て
主
権
と
は
対
立
し
な
い
。
教
皇
が
臣
民
を
〔
特
定
の
主
権
者
に
対
す
る
〕
忠
誠
か

ら
解
放
す
る
行
為
そ
の
も
の
が
、
主
権
の
不
可
侵
性
を
宣
言
し
て
い
る
。
破
門
を
通
じ
て
教
皇
は
人
民
に
警
告
す
る
、
い
か
な
る
人
間
の

権
力
も
主
権
に
は
手
を
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
の
権
威
を
停
止
で
き
る
の
は
完
全
に
神
聖
な
権
力
だ
け
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
は
主

権
の
不
可
侵
性
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
の
厳
格
な
原
則
に
背
く
も
の
で
は
な
く
、
反
対
に
ま
さ
に
人
民
に
対
し
て
新
た
な
制
裁
を
加
え
る
た

め
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（ibid.p.140

）。

　

教
皇
は
個
々
の
主
権
者
、
君
主
を
破
門
し
、
信
者
・
臣
民
を
そ
の
君
主
に
対
す
る
忠
誠
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
主

権
そ
の
も
の
を
廃
止
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
世
俗
的
主
権
者
も
神
に
そ
の
起
源
を
有
す
る
限
り
に
お
い
て
、
精
神
秩
序
に
お
け

る
不
可
謬
性
に
基
づ
く
教
皇
の
権
威
の
方
が
上
位
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
上
位
に
立
つ
の
か
で
あ
る
。

　
「
生
ま
れ
や
体
制
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
の
外
に
い
る
人
が
『
だ
れ
が
教
皇
を
制
止
で
き
る
の
か
？
』
と
問
う
た
な
ら
こ
う
答
え

よ
う
。
す
べ
て
が

0

0

0

0

。
カ
ノ
ン
法
、
法
、
国
民
の
慣
習
、
主
権
者
、
大
法
廷
、
国
民
議
会
、
掟
、
代
表
、
交
渉
、
義
務
、
恐
怖
、
熟
慮
、
そ

し
て
な
に
よ
り
世
界
の
女
王

0

0

0

0

0

た
る
世
論
が
。
／
だ
か
ら『
私
が
教
皇
を
世
界
の
君
主
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
』な
ど
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

…
…
君
主
が
宗
教
と
そ
の
首
長
に
対
し
て
恐
ろ
し
い
過
ち
を
犯
し
て
も
、
そ
れ
が
世
俗
君
主
へ
の
敬
意
を
帳
消
し
に
す
る
わ
け
で
は
な
い

の
と
同
様
に
、
教
皇
が
君
主
に
対
し
て
な
し
う
る
誤
り
も
教
皇
の
何
た
る
か
を
認
識
す
る
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の

力
は
互
い
に
抵
抗
す
る
こ
と
で
制
約
し
合
う
関
係
に
あ
る
。
こ
の
地
上
に
大
い
な
る
完
成
を
達
成
す
る
の
は
神
の
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
は

な
い
。
…
…
こ
の
世
に
は
そ
の
よ
う
な
可
能
だ
が
独
断
的
な
推
測
に
耐
え
る
単
一
の
権
力
は
存
在
し
な
い
」（ibid.pp.120-121

）。

　

教
皇
を
頂
点
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
世
界
は
決
し
て
単
一
の
君
主
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
君
主
制
で
は
な
い
。
教
皇
と
そ
し
て
幾
多
の
世



広島法学　41 巻３号（2018 年）－ 106

俗
的
主
権
者
は
互
い
に
制
約
し
合
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
法
や
慣
習
や
世
論
な
ど
の
力
が
働
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
相
互
抑
制
と
均
衡
の

上
に
キ
リ
ス
ト
教
世
界
は
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
両
者
の
間
に
は
適
切
な
関
係
が
保
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
皇
帝
と
教
皇
が
一
つ
の
城
壁
内
に
同
居
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
は
ロ
ー
マ
を
教
皇
に
譲
っ
た
。
人
類
の
良

心
は
不
可
謬
で
あ
り
、贈
与
の
寓
話

0

0

の
よ
う
な
ま
っ
た
き
真
実

0

0

0

0

0

0

し
か
理
解
し
な
か
っ
た
し
、ま
た
生
み
だ
さ
な
か
っ
た
」（ibid.p.147

）。
ロ
ー

マ
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
一
世
が
建
設
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
が
ロ
ー
マ
帝
国
の
東
西
分
裂
と
と
も
に
東
の
首
都
に
な

る
、
そ
う
し
た
歴
史
的
事
実
を
背
景
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
遷
都
し
た
際
に
、
ロ
ー
マ
を
教
皇
に

寄
進
し
た
と
い
う
主
張
が
教
会
側
か
ら
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
お
よ
そ
八
世
紀
中
頃
に
作
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
「
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ

ス
の
寄
進
状
」
と
い
う
偽
書
が
そ
の
根
拠
と
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
創
始
者
ピ
ピ
ン
に
よ
る
寄
進
、
そ
の
息
子
カ
ー
ル
大

帝
に
よ
る
戴
冠
と
い
う
か
た
ち
で
、
教
会
＝
教
皇
の
権
威
が
世
俗
王
権
に
正
統
性
を
付
与
す
る
と
い
う
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
寄
進

は
歴
史
的
事
実
で
は
な
い
と
し
て
も
、
事
柄
の
真
の
関
係
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
形
成
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お
い
て
、
教
皇
は
そ
の
中
心
的
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
君
主
制
を
形
成
し
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
こ
れ
は
驚
異
的
な
こ
と
だ
が
賞
賛
さ
れ
る
こ
と
あ
ま
り
に
少
な
い
。

だ
が
教
皇
な
く
し
て
真
の
キ
リ
ス
ト
教
は
な
い
。
教
皇
な
く
し
て
神
聖
な
制
度
は
そ
の
力
を
失
い
、
そ
の
神
聖
な
性
格
と
回
復
さ
せ
る
力

を
失
う
。
教
皇
な
く
し
て
は
、
一
つ
の
信
仰
の
体
系
が
人
間
の
心
に
浸
透
し
て
、
よ
り
高
い
学
問
、
道
徳
と
文
明
を
受
け
容
れ
ら
れ
る
よ

う
に
人
間
を
修
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」（ibid.p.292
）。

　

教
皇
の
存
在
が
な
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
基
づ
く
西
洋
文
明
の
発
展
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
統
治
の
継
続
と
宗
教
原
理
の
完
成

と
の
間
に
は
神
秘
的
だ
が
目
に
見
え
る
繋
が
り
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
民
に
と
っ
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会

と
そ
こ
で
の
主
権
の
原
則
、
不
可
謬
性
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
教
皇
は
――
制
度
と
し
て
――
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
メ
ー
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ス
ト
ル
に
と
っ
て
教
皇
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
師
、
保
護
者
、
救
済
者
で
真
の
創
設
者
（génies constituants

）」
で
あ
っ
た
。

　
『
教
皇
論
』
の
影
響
は
、
著
者
の
生
前
に
は
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
に
と
ど
ま
っ
た
。
出
版
直
後
に
は
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
、
ラ
ム
ネ
ー
、

ボ
ナ
ー
ル
、
ラ
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
な
ど
か
ら
賞
賛
の
声
が
あ
が
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
反
響
は
な
か
っ
た
（Lebrun, p.239

）。

　
『
教
皇
論
』
が
出
版
さ
れ
た
時
期
も
あ
ま
り
好
適
と
は
い
い
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
一
三
年
一
月
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
教
皇
と
結

ん
だ
司
教
叙
任
権
に
つ
い
て
の
合
意
（
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
）
の
撤
回
と
新
た
な
協
定
の
締
結
を
ロ
ー
マ
教
会
の
側
は
求
め
て
い
た
。

一
八
一
六
年
に
交
渉
が
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
ロ
ー
マ
教
皇
庁
の
間
で
進
め
ら
れ
る
。
教
皇
ピ
ウ
ス
七
世
代
理
の
コ
ン
サ
ル
ヴ
ィ
（Ercole 

C
onsalvi, 1757-1824

）
と
と
も
に
協
定
の
と
り
ま
と
め
に
当
た
っ
た
の
が
メ
ー
ス
ト
ル
の
友
人
で
ロ
ー
マ
に
大
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
て

い
た
ブ
ラ
カ
伯
爵
で
あ
っ
た
。
八
月
二
五
日
に
両
者
の
間
で
一
八
〇
一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
停
止
の
合
意
が
成
立
し
、
翌
一
八
一
七
年

の
七
月
二
八
日
に
ピ
ウ
ス
七
世
は
新
た
な
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
を
宣
告
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
は
否
定
的
な
反
応
が
返
っ

て
き
た
。
ロ
ー
マ
側
が
事
を
急
い
で
新
た
な
司
教
管
区
を
設
立
し
て
司
教
を
任
命
し
た
こ
と
が
国
内
世
論
を
刺
激
し
た
と
い
わ
れ
る
。
政

府
の
側
は
提
案
さ
れ
た
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
に
代
え
て
別
の
法
を
議
会
に
提
案
す
る
が
左
右
両
翼
の
反
対
に
あ
っ
て
成
立
を
見
な
い
。
結
果

と
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
一
八
〇
一
年
に
結
ん
だ
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
が
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。
世
論
と
政
治
諸
党
派
の
間
で
身
動
き
が
取
れ

な
い
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
と
っ
て
は
、
過
激
な
「
教
皇
至
上
主
義
」
の
書
物
の
出
版
は
対
立
を
さ
ら
に
深
刻
化
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た（

７
）。

　

メ
ー
ス
ト
ル
が
と
り
わ
け
気
を
配
っ
た
の
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
の
反
応
で
あ
っ
た
。
一
八
一
八
年
の
夏
に
メ
ー
ス
ト
ル
は
ト
リ
ノ
の
教

皇
使
節
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
（A

bbé R
om

ualdo Valenti

）
と
会
見
し
て
、
教
皇
に
つ
い
て
の
著
作
を
準
備
中
で
あ
る
旨
を
伝
え
て
い
る
。

一
九
年
一
二
月
に
リ
ヨ
ン
で
出
さ
れ
た
『
教
皇
論
』
の
初
版
を
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
に
届
け
て
、
第
二
版
の
出
版
を
近
々
予
定
し
て
い
る
の
で

教
皇
庁
に
よ
る
内
容
の
検
討
を
要
請
し
た
。
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
は
た
だ
ち
に
ロ
ー
マ
に
こ
れ
を
取
り
次
い
だ
が
、
教
皇
庁
の
側
で
は
内
容
が

内
容
だ
け
に
教
会
史
の
専
門
家
に
よ
る
検
討
が
必
要
だ
と
判
断
し
た
た
め
、
回
答
が
戻
っ
て
き
た
の
は
一
八
二
〇
年
六
月
三
日
の
こ
と
で
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あ
っ
た
。
バ
チ
カ
ン
の
専
門
家
の
指
摘
は
、
教
皇
の
不
可
謬
性
（infallibility

）
の
問
題
、
公
会
議
の
権
威
、
な
ら
び
に
教
会
の
政
体
を

め
ぐ
る
っ
て
い
た
。
メ
ー
ス
ト
ル
は
第
二
版
の
序
言
で
こ
う
し
た
批
判
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
と
も
に
、
適
宜
修
正
を
加
え
る
と
約
束

し
た
。
同
時
に
二
〇
年
一
二
月
初
頭
に
メ
ー
ス
ト
ル
は
『
教
皇
論
』
第
二
版
の
冒
頭
に
教
皇
へ
の
献
辞
を
入
れ
た
い
と
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
に

問
い
合
わ
せ
た
。
教
皇
の
側
は
、
間
接
的
に
教
皇
か
ら
の
推
奨
を
受
け
よ
う
と
い
う
も
の
と
受
け
と
め
て
、
消
極
的
な
対
応
を
し
た
――

た
だ
し
メ
ー
ス
ト
ル
は
そ
の
回
答
を
受
け
取
る
前
の
一
九
二
一
年
二
月
二
六
日
に
死
去
し
て
い
る
（Lebrun, pp.242-245

）。

結

　

評
伝
作
者
ギ
グ
ノ
ー
は
メ
ー
ス
ト
ル
を
「
過
去
の
予
言
者
」
と
呼
ん
だ
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
抗
し
て
、
失
わ
れ
た
過
去
を
取
り
戻
そ

う
と
す
る
、
そ
の
結
果
は
む
し
ろ
来
る
べ
き
も
の
を
予
見
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
当
た
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
来
る
べ
き
も

の
は
、
お
そ
ら
く
メ
ー
ス
ト
ル
も
予
感
し
て
い
た
よ
う
に
、
単
純
な
か
た
ち
で
は
現
れ
な
い
。
メ
ー
ス
ト
ル
の
仕
え
た
ピ
エ
モ
ン
テ
王
国

は
後
に
イ
タ
リ
ア
統
一
の
担
い
手
と
な
る
。
宰
相
カ
ブ
ー
ル
に
よ
る
統
一
、
そ
し
て
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
る
ド
イ
ツ
統
一
で
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
を
出
発
点
と
し
た
国
民
国
家
体
制
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
ひ
と
ま
ず
の
完
成
を
見
る
。
そ
の
過
程
で
ロ
ー
マ
教
会
は
領
土
を
喪
失

し
て
バ
チ
カ
ン
に
立
て
籠
も
る
。
教
皇
不
可
謬
性
を
主
張
す
る
第
一
バ
チ
カ
ン
公
会
議
は
近
代
世
界
に
対
す
る
正
面
か
ら
の
抵
抗
で
あ
っ

た
。
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
激
動
と
基
本
的
対
抗
の
構
図
は
メ
ー
ス
ト
ル
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
始
ま
る
近
代
世
界
の
――
そ
の
後
地
球
大
に
拡
大
さ
れ
る
現

代
世
界
の
――
う
ち
に
は
ら
ま
れ
る
問
題
を
予
言
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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（
１
） 　

わ
が
国
で
最
初
の
本
格
的
研
究
で
あ
る
川
上
洋
平
『
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
思
想
世
界
』
創
文
社
、
二
〇
一
三
年
、
さ
ら
に
小
野
紀
明
「
ド
・
メ
ー

ス
ト
ル
、
ボ
ナ
ー
ル
、
コ
ル
テ
ス
――
十
九
世
紀
反
動
思
想
に
お
け
る
メ
タ
政
治
学
的
考
察
」『
現
代
世
界
と
国
民
国
家
の
将
来
』
田
中
浩
編
、
お
茶
の
水
書
房
、

一
九
九
〇
年
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
反
動
思
想
の
人
間
学
と
政
治
学
――
言
語
論
を
手
が
か
り
に
し
て
」『
現
代
民
主
主
義
と
歴
史
意
識
』
京
都
大
学
政
治
思
想
史

研
究
会
編
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
〇
年
な
ら
び
に
宇
野
重
規
「
保
守
主
義
」『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
学
』
福
田
有
広
・
谷
口
将
紀
編
、
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
二
年
な
ど
の
先
行
研
究
に
も
そ
う
し
た
傾
向
は
見
ら
れ
る
。

（
２
） 　

フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
の
間
の
山
岳
地
帯
に
位
置
す
る
サ
ヴ
ォ
ワ
は
王
家
ゆ
か
り
の
領
地
で
あ
る
が
、
一
七
二
〇
年
に
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
を
獲
得
し
て
王
国

と
な
り
、
首
都
を
イ
タ
リ
ア
北
部
ピ
エ
モ
ン
テ
の
ト
リ
ノ
に
移
し
た
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
す
サ
ヴ
ォ
ア
の
臣
民
た
ち
は
少
数
派
に
な
っ
た

（
３
） 　

主
と
し
て
参
照
し
た
メ
ー
ス
ト
ル
の
評
伝
はC

.J.G
ignoux, Joseph de M

aistre .Prophéte du Pass H
istorien de l'Avenir,N

ouvelles Editions Latins, 

Paris, 1963.R
ichard A

. Lebrun, Joseph de M
aistre.An Intellectual M

ilitant, K
ingston-M

ontréal:M
cG

ill-Q
ueeen's U

niversity Press.1988.

以
上
二
冊
に

つ
い
て
は
文
中
に
著
者
名
と
頁
を
註
記
す
る
。
邦
語
文
献
と
し
て
は
川
上
前
掲
書
。
な
お
新
し
い
一
巻
選
集Joseph de M

aistre O
Euvres, édition établie 

par Pierre G
laudes, R

obert Laffont, Paris, 2007, pp.26-101

の
詳
細
な
年
譜
が
あ
る
。

（
４
） 　

メ
ー
ス
ト
ル
が
属
し
て
い
た
シ
ャ
ン
ベ
リ
ー
の
メ
ー
ソ
ン
は
照
明
派
の
影
響
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
後
の
「
摂
理
」
思
想
な
ど
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
メ
ー
ス

ト
ル
の
神
秘
主
義
的
な
傾
向
は
こ
こ
に
一
つ
の
源
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
。G

ignoux, pp.60-61.

。

（
５
） 　

総
裁
政
府
の
成
立
を
受
け
て
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
が
書
い
た
論
説
「
現
政
府
の
力
と
こ
れ
に
加
担
す
る
必
要
に
つ
い
て
」
が
『
省
察
』
を
書
か

せ
る
契
機
と
な
っ
た
とG
ignoux, p.84.

川
上
洋
平
、
前
掲
書
、
第
二
章
は
指
摘
し
て
い
る
。

（
６
） 　Lebrun, pp.205-207.

メ
ー
ス
ト
ル
が
ポ
ラ
ツ
ク
で
待
機
し
て
い
る
間
、
皇
帝
は
ヴ
ィ
リ
ニ
ュ
ス
に
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
侵
攻
の
経
路
に
よ
っ
て
は
ポ
ー
ラ

ン
ド
の
忠
誠
を
確
保
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
メ
ー
ス
ト
ル
に
期
待
さ
れ
た
の
も
そ
の
役
回
り
だ
っ
た
。

（
７
） 　Lebrun, p.240.

も
し
『
教
皇
論
』
が
当
初
の
予
定
か
ら
遅
延
せ
ず
に
一
八
一
七
年
の
ピ
ウ
ス
七
世
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
宣
告
と
時
を
隔
て
ず
に
出
さ
れ
て

い
た
な
ら
ば
、
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
のLe G

énie du C
hristianism

e

（1802
）
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
一
八
〇
一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
締
結
の
際
に
収
め
た
よ

う
な
成
功
を
獲
得
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
ル
ブ
ラ
ン
は
評
し
て
い
る
。


