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一
八
世
紀
以
降
、
南
下
政
策
を
と
る
ロ
シ
ア
を
は
じ
め
、
イ
ギ
リ

ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
欧
米
諸
国
が
環
太
平
洋
で
繰
り

広
げ
る
動
き
は
、
徳
川
幕
府
に
よ
る
沿
岸
防
備
体
制
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
。
日
本
史
研
究
に
お
い
て
、
近
世
後
期
の
対
外
関
係
を
対

象
と
し
た
研
究
は
数
多
い
。
藤
田
覚
氏
が
、
一
八
世
紀
末
以
降
の
日

露
関
係
に
よ
っ
て
「
鎖
国
祖
法
観
」
の
成
立
、
開
国
論
の
成
立
、
対

外
的
な
危
機
意
識
と
打
払
策
の
成
立
、
蝦
夷
地
政
策
の
本
格
化
が
促

さ
れ
た
と
指
摘
す
る
の
を
は
じ
め
、
近
世
初
期
の
対
外
的
な
体
制
が

ど
の
よ
う
な
変
化
を
み
せ
る
の
か
に
つ
い
て
、
幕
末
維
新
期
あ
る
い

は
明
治
以
降
も
視
野
に
い
れ
た
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
書
著
者

の
上
白
石
氏
は
、こ
れ
ま
で
一
九
世
紀
日
本
の
海
防
政
策
を
中
心
に
、

藩
領
で
の
事
例
や
阿
部
正
弘
政
権
な
ど
に
つ
い
て
研
究
を
発
表
し
て

き
た
。「
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
ま

と
め
ら
れ
た
本
書
に
続
い
て
、『
幕
末
期
対
外
関
係
の
研
究
』（
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
）
も
上
梓
さ
れ
た
が
、
両
書
を
読
み

比
べ
る
と
、
本
書
は
、「
海
防
と
は
な
に
か
」
を
追
求
し
て
い
る
著

者
に
よ
る
研
究
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
取
り
出
し
た
感
が
あ
る
。

　

以
下
、
本
書
の
概
要
と
論
点
を
確
認
し
た
う
え
で
、
若
干
の
私
見

を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。は
じ
め
に
構
成
を
示
し
て
お
こ
う
。

本
書
の
主
要
部
は
、来
航
す
る
異
国
船
の
時
期
的
な
変
化
に
応
じ
て
、

大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
本
書
で
は
章
番
号
を
付
し
て
い

な
い
が
、
便
宜
上
、
評
者
に
よ
り
番
号
を
付
し
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

プ
ロ
ロ
ー
グ　

海
防
と
は
何
か

（
一
章
）　

ロ
シ
ア
と
の
交
渉
と
蝦
夷
地
問
題

　
　

海
禁
と
沿
岸
監
視

　
　

危
機
の
は
じ
ま
り
と
松
平
定
信

　
　

ロ
シ
ア
か
ら
の
通
商
要
求

　
　

日
露
関
係
の
修
復

（
二
章
）　

打
払
い
か
ら
薪
水
給
与
へ

　
　

大
津
浜
事
件
の
衝
撃

　
　

文
政
八
年
の
異
国
船
打
払
令

　
　

天
保
十
三
年
の
薪
水
給
与
令

（
三
章
）　

阿
部
正
弘
の
苦
悩

　
　

阿
部
正
弘
政
権
の
誕
生

書　

評

上
白
石
実 
著

『
幕
末
の
海
防
戦
略―

異
国
船
を
隔
離
せ
よ
』

（
吉
川
弘
文
館
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
〇
年
）

田
中　

葉
子
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浦
賀
応
接
の
準
備

　
　

嘉
永
二
年
の
海
防
強
化
令

　
　

仁
政
論
と
民
衆
不
信
の
相
克

エ
ピ
ロ
ー
グ　

形
を
変
え
て
続
く
外
国
人
隔
離
策

　

冒
頭
で
は
、
本
書
の
論
点
と
し
て
、「
海
防
と
は
海
で
何
を
ふ
せ

ぐ
こ
と
な
の
か
」（
七
頁
）、
そ
し
て
「
近
世
後
期
に
日
本
に
接
近
す

る
異
国
船
に
対
し
て
、
幕
府
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
行
っ
た
の
か
」

（
一
〇
頁
）
と
い
う
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
（
一
章
）
で
は
、
ま
ず
近
世
初
期
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
、
慶
長

一
七
（
一
六
一
二
）
年
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
教
、寛
永
一
四
（
一
六
三
七
）

年
の
島
原
の
乱
、
寛
永
二
〇
年
の
陸
奥
国
山
田
浦
へ
の
蘭
船
ブ
レ
ス

ケ
ン
ス
号
漂
着
事
件
、
遠
見
番
所
の
全
国
的
設
置
な
ど
を
取
り
上

げ
、
幕
府
が
異
国
船
取
扱
い
方
法
を
検
討
し
て
い
く
出
発
点
は
キ
リ

ス
ト
教
禁
教
で
あ
り
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
、
日
本
人
と
外
国
人
と

を
隔
離
さ
せ
る
対
策
を
と
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で

の
異
国
船
と
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
以
外
の
漂
流
船
で
あ
る
こ
と
が
前

提
で
あ
り
、
そ
の
保
護
と
隔
離
が
異
国
船
対
策
の
原
則
で
あ
っ
た
。

こ
の
前
提
が
崩
れ
る
時
期
、
す
な
わ
ち
、
寛
政
期
（
一
七
八
九
～

一
八
〇
一
）
以
後
に
漂
流
船
で
は
な
い
異
国
船
が
日
本
に
接
近
す
る

よ
う
に
な
り
、
幕
府
が
新
た
な
対
策
を
模
索
し
て
い
く
時
期
が
、
本

書
で
の
主
要
な
検
討
対
象
と
な
っ
て
い
る
。（
一
章
）
は
、
新
た
な

異
国
船
来
航
の
第
一
の
波
と
し
て
、
一
八
世
紀
後
半
に
ロ
シ
ア
船
が

北
方
か
ら
接
近
し
て
き
た
時
期
を
追
う
。
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年

に
幕
府
が
全
国
の
大
名
に
指
示
し
た
異
国
船
取
扱
い
方
法
の
変
更

や
、
老
中
松
平
定
信
の
海
防
構
想
「
海
辺
御
備
愚
意
」
と
そ
の
実
現

の
た
め
の
政
策
を
具
体
的
に
検
討
し
、「
近
世
後
期
の
幕
府
為
政
者

と
し
て
初
め
て
海
防
問
題
に
直
面
し
た
の
が
定
信
」（
四
六
頁
）
で

あ
り
、
彼
が
示
し
た
海
防
強
化
策
は
そ
の
後
の
海
防
策
の
先
駆
と
な

る
も
の
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
幕
府
に
よ
る
第
一
次
蝦
夷

地
直
轄
事
業
、
そ
し
て
、
対
馬
藩
、
松
前
藩
、
水
戸
藩
や
長
崎
奉
行

な
ど
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
を
史
料
か
ら
確
認
し
て
い
る
が
、
そ
の

な
か
で
、
異
国
人
に
対
す
る
「
虎
落
（
も
が
り
）」
と
い
う
対
応
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
虎
落
と
は
、
上
陸
さ
せ
た
異
国
船
乗
員
が
逃
走

し
な
い
よ
う
、
収
容
し
た
小
屋
の
周
囲
を
柵
で
囲
む
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
こ
こ
に
も
隔
離
の
原
則
を
見
い
出
せ
る
と
し
て
い
る
。

　
（
二
章
）
で
は
、
異
国
船
来
航
の
第
二
の
波
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス

船
や
ア
メ
リ
カ
の
商
船
・
捕
鯨
船
が
来
航
し
て
き
た
文
政
・
天
保
年

間
を
追
う
。
文
政
元
（
一
八
一
八
）
年
の
英
商
船
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
号
浦

賀
来
航
や
、
文
政
七
年
の
イ
ギ
リ
ス
人
捕
鯨
船
員
上
陸
事
件
で
あ
る

大
津
浜
事
件
と
宝
島
事
件
と
を
取
り
上
げ
、
特
に
大
津
浜
事
件
に
関

す
る
史
料
の
検
討
か
ら
幕
府
為
政
者
た
ち
の
異
国
船
認
識
の
変
遷
や

対
応
を
具
体
的
に
追
っ
て
い
る
。
日
本
人
と
外
国
人
と
の
接
触
を
制

限
す
る
た
め
隔
離
す
る
と
い
う
近
世
初
期
以
来
の
原
則
は
変
わ
ら
ず



－  170  －－  171  －

史
苑
（
第
七
二
巻
第
二
号
）

に
続
い
て
い
た
が
、
幕
府
は
大
津
浜
事
件
に
よ
っ
て
浜
辺
の
漁
師
た

ち
が
異
国
船
と
頻
繁
に
交
流
し
て
い
る
状
態
を
認
識
し
、
沿
岸
部

の
日
本
人
が
異
国
船
と
海
上
で
接
触
し
て
い
る
状
況
へ
の
危
機
感
か

ら
、文
政
八
年
の
異
国
船
打
払
令
に
至
っ
た
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

異
国
船
打
払
令
の
提
案
か
ら
発
令
ま
で
の
幕
府
内
議
論
を
検
討
し
、

大
津
浜
事
件
に
立
ち
会
っ
た
会
沢
正
志
斎
が
『
新
論
』
に
お
い
て
打

払
令
を
攘
夷
の
令
と
表
現
し
た
の
と
は
異
な
り
、
幕
府
内
で
の
認
識

は
、
来
航
異
国
船
は
商
船
や
海
賊
船
で
あ
り
、
異
国
か
ら
の
侵
略
の

危
機
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
天
保

八
（
一
八
三
七
）
年
の
モ
リ
ソ
ン
号
事
件
を
経
た
天
保
一
三
年
の
薪

水
給
与
令
へ
の
政
策
転
換
に
つ
い
て
は
、
異
国
船
打
払
令
下
で
も
漁

師
た
ち
と
異
国
船
と
の
接
触
が
防
げ
ず
、
ま
た
、
日
本
人
漂
流
民
を

送
還
し
て
き
た
異
国
船
を
打
払
う
こ
と
へ
の
疑
問
や
異
国
船
接
近
情

報
が
届
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
へ
の
危
惧
な
ど
か
ら
政
策
転
換
が
な

さ
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
浦
触
が
、
異
国
船
と
接
触
し
た
者
に
は

正
直
に
報
告
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
点
に
注
目
し
、
幕
府
が
恐
れ
た

の
は
、
浜
辺
の
漁
師
た
ち
が
異
国
船
と
接
触
し
た
こ
と
を
隠
蔽
す
る

こ
と
で
あ
り
、
日
本
人
と
外
国
人
と
の
隔
離
と
い
う
近
世
初
期
以
来

の
原
則
が
変
わ
ら
ず
に
続
い
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
来

航
異
国
船
に
対
し
て
、
多
数
の
小
船
で
包
囲
す
る
「
垣
船
（
か
き
ぶ

ね
）」
と
い
う
対
応
が
と
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
隔
離
の
原

則
を
見
い
出
せ
る
と
し
て
い
る
。

　
（
三
章
）
で
は
、
異
国
船
来
航
の
第
三
の
波
と
し
て
、
通
商
や
補

給
港
の
開
港
を
も
と
め
る
外
国
使
節
を
乗
せ
た
軍
艦
が
来
航
す
る
よ

う
に
な
る
弘
化
・
嘉
永
年
間
を
追
う
。
天
保
一
五
（
一
八
四
四
）
年

の
オ
ラ
ン
ダ
使
節
コ
ー
プ
ス
の
長
崎
来
航
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）

年
の
米
船
マ
ン
ハ
タ
ン
号
事
件
、
翌
年
の
ア
メ
リ
カ
使
節
ビ
ッ
ド
ル

の
浦
賀
来
航
、
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
の
英
軍
艦
マ
リ
ナ
ー
号
事

件
を
通
じ
、
阿
部
正
弘
政
権
が
嘉
永
二
年
に
海
防
強
化
令
を
出
す
に

至
る
過
程
を
検
討
し
て
い
る
。
対
外
政
策
に
お
け
る
学
問
所
の
活

用
、
海
防
掛
の
設
置
、
江
戸
湾
警
備
の
再
編
、
農
兵
採
用
の
検
討
、

異
国
船
打
払
令
を
め
ぐ
る
政
権
内
外
で
の
議
論
を
検
証
し
、
阿
部
が

農
兵
採
用
を
目
指
し
な
が
ら
も
果
た
せ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
幕
府

為
政
者
に
お
け
る
民
衆
へ
の
不
信
感
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
江

戸
幕
府
の
施
策
の
根
底
に
あ
る
仁
政
論
と
愚
民
観
が
異
国
船
対
策
に

も
現
れ
て
お
り
、「
幕
府
は
、
唐
人
や
南
蛮
人
に
そ
そ
の
か
さ
れ
た

愚
か
な
民
衆
た
ち
が
、
抜
荷
の
片
棒
を
か
つ
ぎ
、
邪
教
を
受
け
入
れ

て
し
ま
う
こ
と
を
警
戒
し
た
」（
一
九
二
頁
）
の
だ
と
す
る
。
ま
た
、

異
国
船
対
応
に
つ
い
て
は
、
軍
艦
に
対
し
て
垣
船
で
は
な
く
海
岸
線

を
固
め
る
（
警
固
す
る
）
方
法
へ
と
転
換
し
て
い
く
こ
と
、
そ
の
基

本
に
異
国
と
の
ト
ラ
ブ
ル
回
避
の
方
針
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。

　

嘉
永
六
年
の
ペ
リ
ー
来
航
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
お
い

て
「
ペ
リ
ー
へ
の
幕
府
の
対
応
を
、
対
外
政
策
の
転
換
点
と
見
る
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よ
り
も
、
対
外
政
策
の
到
達
点
と
見
る
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
」（
五

頁
）
と
述
べ
て
い
た
が
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
異
国
船

対
策
の
蓄
積
を
踏
ま
え
た
ト
ラ
ブ
ル
回
避
の
基
本
方
針
に
そ
っ
て
対

処
さ
れ
た
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
江
戸
幕
府
が
一
貫
し
て
と
っ

た
外
国
人
隔
離
策
は
明
治
政
府
に
よ
っ
て
も
引
き
継
が
れ
、
明
治

三
二
（
一
八
九
九
）
年
に
居
留
地
が
廃
止
さ
れ
て
外
国
人
の
内
地
雑

居
が
許
可
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
と
の
見
通
し
が
示
さ
れ
て
い
る
。
現

代
に
つ
い
て
も
、
外
国
人
登
録
法
第
一
条
を
引
用
し
、「
隔
離
か
ら

管
理
へ
と
言
葉
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
、
本
質
は
変
わ
っ
て
い
な
い
」

（
一
九
六
頁
）
と
結
ん
で
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
の
内
容
は
、
書
名
が
極
め
て
直
接
的
に
表

現
し
て
い
る
。
幕
末
期
、
お
も
に
寛
政
か
ら
嘉
永
期
の
ペ
リ
ー
来
航

ま
で
の
時
期
を
中
心
に
、
幕
府
に
よ
る
海
防
政
策
の
内
容
と
そ
の
変

遷
と
を
具
体
的
に
追
い
、
そ
こ
に
は
一
貫
し
て
、
異
国
船
の
隔
離
、

す
な
わ
ち
、
日
本
人
を
外
国
人
か
ら
隔
離
さ
せ
る
と
い
う
方
針
が
み

ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
異
国
船
へ
の
対
応
を
具
体

的
に
検
証
し
て
ゆ
く
過
程
で
は
、『
通
航
一
覧
』
や
各
地
に
残
さ
れ

た
異
国
船
関
係
史
料
な
ど
が
丹
念
に
読
み
込
ま
れ
、
多
く
の
史
料
が

発
掘
さ
れ
、
既
知
の
史
料
に
つ
い
て
も
、
通
説
に
と
ら
わ
れ
な
い
読

み
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
松
平
定
信
・
阿
部
正
弘
の
両
者
に
よ
る

海
防
構
想
と
そ
の
挫
折
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
権
の
も
つ
特

性
と
か
ら
め
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
上
で
の
、
文
政
の
異
国
船

打
払
令
は
攘
夷
策
へ
の
転
換
で
は
な
い
と
の
指
摘
、
ペ
リ
ー
艦
隊
へ

の
幕
府
の
対
応
は
対
外
政
策
の
転
換
点
と
見
る
よ
り
対
外
政
策
の
到

達
点
と
見
れ
る
と
の
評
価
は
、
説
得
力
を
も
つ
。
ま
た
、
当
時
の
農

兵
を
め
ぐ
る
議
論
も
、時
代
状
況
を
確
認
し
つ
つ
読
み
解
く
こ
と
で
、

海
防
政
策
へ
の
論
者
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
象
徴
的
に
現
れ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　

本
書
に
お
け
る
史
料
の
読
み
解
き
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
、

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、「
隔
離
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
か
ら
め
て

三
点
ほ
ど
疑
問
点
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

一
点
目
は
、
な
ぜ
隔
離
す
る
の
か
を
も
う
少
し
丁
寧
に
追
う
必
要

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
著
者
は
、
日
本
人
と

外
国
人
と
が
接
触
し
な
い
よ
う
隔
離
す
る
目
的
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト

教
禁
教
と
抜
荷
防
止
を
挙
げ
て
い
る
が
、
異
国
船
打
払
令
が
伴
っ
た

浦
触
や
薪
水
給
与
令
で
は
、
異
国
船
や
異
国
人
に
「
親
し
む
」
こ
と

が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。「
親
し
む
」
こ
と
の
禁
止
は
、ど
の
程
度
「
隔

離
」
を
目
指
し
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
隔
離
と
い
う
手
段

が
、
キ
リ
ス
ト
教
禁
教
と
抜
荷
防
止
、
さ
ら
に
「
親
し
む
」
こ
と
を

防
ぐ
と
い
う
点
で
ど
れ
だ
け
有
効
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

二
点
目
は
、
何
か
ら
隔
離
す
る
の
か
、
隔
離
す
べ
き
日
本
人
と
は

誰
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
農
兵
採
用
の
議
論
が
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
沿
岸
部
の
警
備
に
農
民
層
が
徴
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
隔
離
さ
れ
る
べ
き
「
日
本
人
」
が
異
国
船
と
関
る
可
能
性
を
高
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め
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
矛
盾
が
見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
は

「
日
本
人
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
制
約
つ

き
で
外
国
人
と
接
触
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
日
本
人
が
存
在
し
て

お
り
、
農
兵
も
含
め
、
ど
の
よ
う
な
場
合
は
接
触
を
是
認
あ
る
い
は

禁
じ
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
整
理
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

三
点
目
は
、（
二
章
）
以
降
で
の
海
防
政
策
に
お
け
る
、「
隔
離
」

と
い
う
表
現
の
妥
当
性
で
あ
る
。
著
者
は
、
大
津
浜
事
件
に
よ
っ
て

「
隔
離
」
し
き
れ
な
い
状
況
を
認
識
し
た
幕
府
が
、
異
国
船
情
報
が

滞
り
な
く
幕
府
に
届
く
よ
う
浦
触
を
変
更
し
た
こ
と
、
ま
た
、
幕
府

内
の
議
論
で
も
、
異
国
船
と
の
接
触
情
報
の
隠
蔽
が
危
惧
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
隔
離
か
ら
情
報
把
握
の

優
先
へ
と
路
線
変
更
が
さ
れ
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
隔
離

し
き
れ
な
い
現
状
に
対
応
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
幕
府
が
そ
れ
で
も

隔
離
と
い
う
方
針
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
と
み
る
よ
り
、
こ
の
時
点

で
、現
実
に
合
わ
せ
て
方
針
の
修
正
を
行
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、（
三
章
）
に
お
け
る
、
幕
府
為
政
者
に
み
ら
れ
る
仁
政

論
と
愚
民
観
へ
の
言
及
に
つ
い
て
、
や
や
感
想
め
い
た
こ
と
を
付
け

加
え
て
お
き
た
い
。
筆
者
は
、「
幕
府
為
政
者
た
ち
は
、
根
本
の
と

こ
ろ
で
民
衆
を
信
用
し
て
い
な
い
」（
一
九
二
頁
）
の
で
あ
り
、
幕

府
為
政
者
た
ち
の
建
前
と
し
て
の
仁
政
論
と
民
衆
へ
の
不
信
感
が
、

異
国
船
打
払
い
か
薪
水
給
与
か
と
い
う
政
策
の
ゆ
ら
ぎ
に
な
っ
て
現

れ
た
と
結
ん
で
い
る
。
概
念
的
に
「
幕
府
為
政
者
た
ち
」
と
「
民
衆
」

と
を
対
立
さ
せ
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
個
々
の
人
物
や
立
場

を
具
体
的
に
検
討
し
て
き
た
著
者
が
、「
幕
府
為
政
者
た
ち
」
と
い

う
よ
う
な
概
念
で
語
る
こ
と
に
、
な
ぜ
こ
こ
で
一
つ
に
括
っ
て
語
る

の
か
と
い
う
違
和
感
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
本
書
で
は
、
異

国
船
対
応
を
め
ぐ
る
幕
府
内
外
で
の
諸
議
論
や
、
各
藩
で
の
対
応
状

況
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
幕
府
内
で
も
意
見
の
対
立

が
あ
り
、
各
藩
で
の
対
応
も
異
な
り
、
異
国
船
来
航
の
事
例
も
そ
れ

ぞ
れ
個
別
性
が
強
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
著
者
は
、
そ
の
よ
う
な

状
況
下
で
海
防
政
策
の
舵
取
り
を
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
政

権
担
当
者
の
苦
心
、
工
夫
、
苦
悩
を
丹
念
に
追
っ
て
お
り
、
海
防
政

策
が
状
況
や
担
当
者
に
よ
っ
て
揺
れ
動
く
さ
ま
を
具
体
的
に
描
き
出

し
て
い
っ
た
点
こ
そ
が
本
書
の
大
き
な
魅
力
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

冒
頭
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
著
者
は
『
幕
末
期
対
外
関
係
の
研

究
』
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
本
書
に
お
い
て
見
通
し
と
し

て
述
べ
ら
れ
て
い
た
ペ
リ
ー
来
航
以
降
に
検
討
時
期
を
ひ
ろ
げ
、「
開

港
期
」
と
い
う
研
究
概
念
を
提
唱
し
て
い
る
。
併
読
を
お
勧
め
し
た

い
。

(

本
学
文
学
部
兼
任
講
師)


