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学
者
安
心
論

　
店
子
た
な
こ
い
わ
く
、 

向 

長 

屋 

む
こ
う
な
が
や
の
家
主
は
大
量
な
れ
ど
も
、
我
が
大
家
お
お
や
の
如
き
は
古
今
無
類
の
不
通
ふ
つ
う
も
の
な

り
と
。
区
長
い
わ
く
、
隣
村
の
小
前
こ
ま
え
は
い
ず
れ
も
従
順
な
れ
ど
も
、
我
が
区
内
の
者
は
と
か
く
に 

心 

得 

こ
こ
ろ
え

方 かた
よ
ろ
し
か
ら
ず
、
と
。
主
人
は
以
前
の
婢
僕
ひ
ぼ
く
を
誉ほ
め
、
婢
僕
は
先せん
の
旦
那
を
慕
う
。
た
だ
に
主
僕
の

間
の
み
な
ら
ず
、
後
妻
を
め
と
り
て
先
妻
を
想
う
の
例
も
あ
り
。
親
愛
尽
き
は
て
た
る
夫
婦
の
間
も
、
遠

ざ
か
れ
ば
ま
た
相
想
う
の
情
を
起
す
に
い
た
る
も
の
な
ら
ん
。
さ
れ
ば
今
、
店
子
と
家
主
と
、
区
長
と
小

前
と
、
そ
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
の
苦
情
あ
れ
ど
も
、
そ
の
苦
情
は
決
し
て
真
の
情
実
を
写
し
出
し
た
る
も
の

に
非
ず
。
こ
の
店
子
を
し
て
他
の
家
主
の
支
配
を
受
け
し
め
、
こ
の
区
長
を
転
じ
て
隣
村
の
区
長
た
ら
し

め
な
ば
、
必
ず
こ
れ
に
満
足
せ
ず
し
て
旧
を
慕
う
こ
と
あ
る
べ
し
。

　
而
し
こ
うし
て
そ
の
旧
、
必
ず
し
も
良
な
る
に
非
ず
、
そ
の
新しん
、
必
ず
し
も
悪
し
き
に
非
ず
。
た
だ
い
た
ず
ら

に
目
下
の
私
に
煩
悶
す
る
の
み
。
け
だ
し
そ
の
ゆ
え
は
何
ぞ
や
。
直
接
の
た
め
に
眼
光
を
お
お
わ
れ
て
、

地
位
の
利
害
に
眩げん
す
れ
ば
な
り
。
今
、
世
の
人
心
と
し
て
、
人
々
た
だ
ち
に
相
接
す
れ
ば
、
必
ず
他
の
短
た
ん

を
見
て
、
そ
の
長
ち
ょ
うを
見
ず
、
己
れ
に
求
む
る
こ
と
軽
く
し
て
人
に
求
む
る
こ
と
多
き
を
常
と
す
。
す
な
わ
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ち
こ
れ
心
情
の
偏
重
な
る
も
の
に
し
て
、
い
か
な
る
英
明
の
士
と
い
え
ど
も
、
よ
く
こ
の
弊
を
免
か
る
る

者
は
は
な
は
だ
稀
な
り
。

　
あ
る
い
は
一
人
と
一
人
と
の
私
交
な
れ
ば
、
近
く
接
し
て
交
情
を
ま
っ
と
う
す
る
の
例
も
な
き
に
非
ざ

れ
ど
も
、
そ
の
人
、
相
集
ま
り
て
種
族
を
成
し
、
こ
の
種
族
と
、
か
の
種
族
と
相
交
わ
る
に
い
た
り
て
は
、

此し
彼ひ
遠
く
離
れ
て
精
神
を
局
外
に
置
き
遠
方
よ
り
視
察
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
他
の
真
情
を
判
断
し
て
交
際

を
保
つ
こ
と
能
わ
ざ
る
べ
し
。
た
と
え
ば
、
遠
方
よ
り
望
み
見
れ
ば
円
き
山
に
て
も
、
そ
の
山
に
登
れ
ば

円
き
処
を
見
ず
、
は
る
か
に
眺
む
れ
ば
曲
り
た
る
野
路
も
、
親
し
く
そ
の
路みち
を
践ふ
め
ば
曲
る
と
こ
ろ
を
覚

え
ざ
る
が
如
し
。
直
接
を
も
っ
て
真
の
判
断
を
誤
る
も
の
と
い
う
べ
し
。
か
か
る
弊
害
は
、
近
日
我
が
邦

の
政
談
上
に
お
い
て
も
お
お
い
に
流
行
す
る
が
如
し
。
左
に
そ
の
次
第
を
述
べ
ん
。

　
嘉
永
か
え
い
年
中
、
開
国
の
以
来
、
我
が
日
本
は
あ
た
か
も
国
を
創
造
せ
し
も
の
な
れ
ば
、
も
と
よ
り
政
府
を

も
創
造
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
ゆ
え
に
旧
政
府
を
廃
し
て
新
政
府
を
つ
く
り
た
り
。
自
然
の
勢
、
も
と
よ
り

怪
し
む
に
足
ら
ず
。
そ
の
後
、
廃
藩
置
県
、
法
律
改
定
、
学
校
設
立
、
新
聞
発
行
、
商
売
工
業
の
変
化
よ

り
廃
刀
・
断
髪
等
の
件
々
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
趣
お
も
む
きを
見
れ
ば
、
我
が
日
本
を
評
し
て
こ
れ
を
新
造
の
一

国
と
云
わ
ざ
る
を
え
ず
。
人
あ
る
い
は
こ
の
諸
件
の
変
革
を
見
て
、
そ
の
原
因
を
王
政
維
新
の
一
挙
に
帰

し
、
政
府
を
も
っ
て
人
事
百
般
の
源
み
な
も
とと
な
し
、
そ
の
心
事
の
目
的
を
政
府
の
一
方
に
定
め
て
、
他
を
か
え
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り
み
ざ
る
者
多
し
と
い
え
ど
も
、
余
輩
の
考
に
は
政
府
も
ま
た
、
た
だ
人
事
の
一
部
分
に
し
て
、
そ
の
旧

政
府
を
改
め
て
新
政
府
を
つ
く
り
た
る
も
、
原
因
の
あ
る
と
こ
ろ
を
求
む
れ
ば
、
か
の
廃
藩
置
県
以
下
の

諸
件
と
と
も
に
、
そ
の
よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
と
も
に
し
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
天
下
衆
心
の
変
化
し
た
る
も

の
と
思
う
な
り
。
ゆ
え
に
い
わ
く
、
政
府
は
人
事
変
革
の
原
因
に
非
ず
し
て
人
心
変
革
の
結
果
な
り
。

　
天
下
の
人
心
す
で
に
改
進
に
赴
き
た
り
と
い
え
ど
も
、
億
兆
の
人
民
と
み
に  

旧    

套  

き
ゅ
う
と
う

を
脱
す
べ
き
に

非
ず
。
改
進
は
上
流
に
は
じ
ま
り
て
下
流
に
及
ぼ
す
も
の
な
れ
ば
、
今
の
日
本
国
内
に
お
い
て
改
進
を
悦
よ
ろ
こ

ぶ
者
は
上
流
の
一
方
に
あ
り
て
、
下
流
の
一
方
は
未
だ
こ
れ
に
達
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
す
な
わ
ち
廃
藩
置

県
を
悦
ば
ざ
る
者
な
り
、
法
律
改
定
を
好
ま
ざ
る
者
な
り
、
新
聞
の
発
行
を
嫌
う
者
な
り
、
商
売
工
業
の

変
化
を
悪にく
む
者
な
り
、
廃
刀
を
怒
る
も
の
な
り
、
断
髪
を
悲
し
む
者
な
り
。
あ
る
い
は
こ
の
諸
件
を 

擯  

ひ
ん
せ

斥 き
す
る
に
非
ず
、
口
に
こ
れ
を
称
し
、
事
に
こ
れ
を
行
う
と
い
え
ど
も
、
そ
の
心
事
の
模
範
、
旧
物
を

脱
却
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
者
な
り
。

　
こ
れ
を 

方  

今 

ほ
う
こ
ん

、
我
が
国
内
に
あ
る
上
下
二
流
の
党
派
と
い
う
。
一
は
改
進
の
党
な
り
、
一
は
守
旧
の

党
な
り
。
余
輩
こ
こ
に
上
下
の
字
を
用
ゆ
と
い
え
ど
も
、
敢あえ
て
そ
の
人
の
品
行
を
評
し
て
こ
れ
を
上
下
す

る
に
非
ず
。
改
進
家
流
に
も
賤いや
し
む
べ
き
者
あ
ら
ん
、
守
旧
家
流
に
も
貴
と
う
とぶ
べ
き
人
物
あ
ら
ん
。
こ
れ
を

評
論
す
る
は
本
編
の
旨
に
非
ず
。
た
だ
、
国
勢
変
革
の
前
後
を
も
っ
て
、
か
り
に
上
下
の
名
を
下
し
た
る
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の
み
。

　
か
く
の
如
く
、
天
下
の
人
心
を
二
流
に
分わか
ち
、
今
の
政
府
は
そ
の
い
ず
れ
の
方
に
あ
る
も
の
な
り
や
と

尋
ぬ
れ
ば
、
口
を
放
ち
て
こ
れ
を
上
流
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
。
そ
の
明
証
は
、
世
人
誤
っ
て
人
事
変
革
の

原
因
を
も
政
府
に
帰
す
る
に
非
ず
や
。
こ
の
考
は
も
と
よ
り
誤
な
ら
ん
、
政
府
は
ひ
と
り
変
革
の
原
因
に

非
ざ
る
べ
し
と
い
え
ど
も
、
そ
の
変
革
中
の
一
部
分
た
る
は
論
を
ま
た
ず
、
政
府
の
精
神
は
改
進
に
あ
る

こ
と
明
白
な
り
と
い
う
べ
し
。
然
し
か
らば
す
な
わ
ち
、
い
や
し
く
も
改
進
者
流
を
も
っ
て
自
か
ら
お
る
者
は
、

た
と
い
官
員
に
て
も
平
人
に
て
も
、
こ
の
政
府
の
精
神
と
と
も
に
方
向
を
と
も
に
し
、
そ
の
改
む
る
と
こ

ろ
を
改
め
、
そ
の
進
む
と
こ
ろ
に
進
み
、
次
第
に
自
家
の
境
界
を
開
き
て
前
途
に
敵
な
く
、
つ
い
に
は
、

か
の
守
旧
家
の
強
き
も
の
を
も
、
戦
わ
ず
し
て
我
が
境
界
の
内
に 

籠  

絡 

ろ
う
ら
く

す
る
の
勢
に
い
た
る
べ
き
は
ず

な
る
に
、
今
日
の
事
実
に
お
い
て
然
ら
ざ
る
は
何
ぞ
や
。
そ
の
原
因
は
他
な
し
、
こ
の
改
進
者
流
の
人
々

が
、
お
の
お
の
そ
の
地
位
に
お
り
て
心
情
の
偏
重
を
制
す
る
こ
と
能
わ
ず
、
些さ
さ々

た
る
地
位
の
利
害
に
眼
ま
な
こ

を
お
お
わ
れ
て
事
物
の
判
断
を
誤
り
、
現
在
の
得
失
に
終
身
の
力
を
用
い
て
、
永
遠
重
大
の
喜
憂
を
か
え

り
み
ざ
る
に
よ
り
て
然
る
の
み
。

　
内
閣
に
し
ば
し
ば
大
臣
の
進
退
あ
り
、
諸
省
府
に
時じ
じ々

官
員
の  

黜    

陟  

ち
ゅ
っ
ち
ょ
く
あ
り
。
い
ず
れ
も
皆
、
そ
の

局
に
限
り
て
や
む
を
え
ざ
る
の
情
実
に
出
で
た
る
こ
と
な
ら
ん
、
珍
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
そ
の
得
失
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を
評
す
る
に
も
及
ば
ず
。
余
輩
が
と
く
に
こ
こ
に
論
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
、
か
の
改
進
者
流
の
中

に
て
も
、
も
っ
と
も
喧
か
し
まし
き
政
談
家
の
こ
と
な
り
。
こ
の
政
談
家
は
、
政
府
の
内
に
も
あ
り
、
ま
た
外
に

も
あ
り
。
余
輩
は
、
そ
の
内
外
を
問
わ
ず
、
そ
の
人
の
身
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
に
こ
れ
を
日
本
国
中

一
流
の
人
民
と
み
な
し
て
こ
れ
を
論
ぜ
ん
と
欲
す
る
な
り
。

　
政
談
の
中
に 
漸 
進 

論 
ぜ
ん
し
ん
ろ
ん
と
急
進
論
な
る
も
の
あ
れ
ど
も
、
あ
ま
り
分
明
な
る
区
別
に
も
非
ず
。
い
ず
れ

に
も
進
の
義
は
免
か
れ
ず
。
た
だ
、
そ
の
進
の
方
法
を
論
じ
た
る
も
の
な
ら
ん
。
こ
れ
を
た
と
え
ば
、
飢

た
る
時
に
物
を
喰くら
う
は
同
説
な
れ
ど
も
、
一
方
は
早
く
喰
わ
ん
と
い
い
、
一
方
は
徐
々
に
喰
わ
ん
と
い
う

が
如
し
。
双
方
と
も
に
理
あ
り
。
食
物
の
品
柄
次
第
に
て
、
に
わ
か
に
こ
れ
を
喰くら
い
て
腹
を
痛
む
る
こ
と

あ
り
、
養
生
法
に
お
い
て
も
っ
と
も
戒
む
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
用
心
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
あ
る
い
は
物
の
性

質
に
よ
り
、
遠
慮
な
く
喰
い
て
害
を
な
さ
ざ
る
こ
と
も
あ
り
、
喰
い
て
害
な
く
ば
颯
々
さ
っ
さ
と
喰
う
も
ま
た
可

な
り
。
ゆ
え
に
漸
進
急
進
の
別
は
方
法
の
細
目
な
れ
ば
、
余
輩
は
、
こ
の
論
者
を
同
一
視
し
て
、
ひ
と
し

く
こ
れ
を
改
進
者
流
の
人
物
と
認
め
ざ
る
を
え
ず
。
す
な
わ
ち
、
今
日
、
我
が
国
に
い
て
民
権
を
主
張
す

る
学
者
と
名
づ
く
べ
き
人
な
り
。

　
民
権
論
は
余
輩
も
は
な
は
だ
も
っ
て
同
説
な
り
。
こ
の
国
は
も
と
よ
り
人
民
の
掛
り
合
い
に
し
て
、
し

か
も 

金  

主 

き
ん
し
ゅ

の
身
分
た
る
者
な
れ
ば
、
な
ん
と
し
て
国
の
盛
衰
を
よ
そ
に
見
る
べ
け
ん
や
、
た
し
か
に
こ
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れ
を
引
請
け
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
国
の
盛
衰
を
引
請
く
る
と
は
、
す
な
わ
ち
国
政
に
か
か
わ
る
こ
と
な
り
。

人
民
は
国
政
に
関かん
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
然
り
と
い
え
ど
も
、
余
輩
が
今
こ
こ
に
い
う
と
こ
ろ
の
政
せ
い

の
字
は
、
そ
の
意
味
の
も
っ
と
も
広
き
も
の
に
し
て
、
た
だ
政
府
の
官
員
と
な
り
政
府
の
役
所
に
坐
し
て

事
を
商
議
施
行
す
る
の
み
を
も
っ
て
、
政
ま
つ
り
ご
とに
か
か
わ
る
と
い
う
に
非
ず
。
人
民
み
ず
か
ら
自
家
の
政
に
従

事
す
る
の
義
を
旨
と
す
る
も
の
な
り
。

　
た
と
え
ば
政
府
に
て
、
学
校
を
立
て
て
生
徒
を
教
え
、
大
蔵
省
を
設
け
て
租
税
を
集
む
る
は
、
政
府
の

政
な
り
。
平
民
が
、
学
塾
を
開
い
て
生
徒
を
教
え
、
地
面
を
所
有
し
て
地
代 

小 

作 

米 

こ
さ
く
ま
い

を
取
立
つ
る
は
、

こ
れ
を
何
と
称
す
べ
き
や
。
政
府
に
て
は
学
校
と
い
い
、
平
民
に
て
は
塾
と
い
い
、
政
府
に
て
は
大
蔵
省

と
い
い
、
平
民
に
て
は
帳
場
と
い
い
、
そ
の  

名    

目  

み
ょ
う
も
く

は
古
来
の
習
慣
に
よ
り
て
少
し
く
不
同
あ
れ
ど
も
、

そ
の
事
の
実
は
毫ごう
も
異
な
る
こ
と
な
し
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
平
民
の
政
と
い
い
て
可か
な
り
。

　
古
い
に
し
えよ
り
家
政
な
ど
い
う
熟
字
あ
り
。
政せい
の
字
は
政
府
に
限
ら
ざ
る
こ
と
あ
き
ら
か
に
知
る
べ
し
。
結
局

政
府
に
限
り
て
人
民
の
私
わ
た
く
しに
行
う
べ
か
ら
ざ
る
政
は
、
裁
判
の
政
な
り
、
兵
馬
の
政
な
り
、
和
戦
の
政
な

り
、
租
税
（
狭
き
字
義
に
し
た
が
い
て
）
の
政
な
り
、
こ
の
他
わ
ず
か
に
数
カ
条
に
す
ぎ
ず
。

　
さ
れ
ば
人
民
た
る
者
が
一
国
に
い
て
公
お
お
や
けに
行
う
べ
き
事
の
箇
条
は
、
政
府
の
政
に
比
し
て
幾
倍
な
る
を

知
る
べ
か
ら
ず
。
外
国
商
売
の
事
あ
り
、
内
国
物
産
の
事
あ
り
、
開
墾
の
事
あ
り
、
運
送
の
事
あ
り
、
大
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な
る
は
豪
商
の
会
社
よ
り
、
小
な
る
は
人
力
車
挽

く
る
ま
ひ
き

の
仲
間
に
い
た
る
ま
で
、
お
の
お
の
そ
の
政
を
施
行
し

て
自
家
の
政
体
を
尊
奉
せ
ざ
る
者
な
し
。
か
え
り
み
て
学
者
の
領
分
を
見
れ
ば
、
学
校
教
授
の
事
あ
り
、

読
書
著
述
の
事
あ
り
、
新
聞
紙
の
事
あ
り
、
弁
論
演
説
の
事
あ
り
。
こ
れ
ら
の
諸
件
、
よ
く
功
を
奏
し
て

一
般
の  
繁    
盛  
は
ん
じ
ょ
う

を
い
た
せ
ば
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
文
明
の
進
歩
と
称
す
。

　
一
国
の
文
明
は
、
政
府
の
政せい
と
人
民
の
政
と
両
ふ
た
つな
が
ら
そ
の
宜
よ
ろ
し
きを
得
て
た
が
い
に
相
助
く
る
に
非
ざ
れ

ば
、
進
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。  

就    

中  

な
か
ん
ず
く

、
人
民
の
政
は
思
い
の
ほ
か
に
有
力
な
る
も
の
に
し
て
、

や
や
も
す
れ
ば
政
府
の
政
を
も
っ
て
こ
れ
を
制
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
も
の
多
し
。
た
と
え
ば
今
の
人
力
車

の
如
し
。
そ
の
創
業
わ
ず
か
に
五
、
六
年
に
過
ぎ
ざ
れ
ど
も
、
す
で
に
そ
の
通
用
の
政
体
を
な
せ
ば
、
た

と
い
政
府
の
力
を
も
っ
て
前
の
四よ
ツ
手で
駕か
籠ご
に
復
古
せ
ん
と
す
る
も
、
決
し
て
よ
く
す
べ
か
ら
ず
。

　
ま
た
今
の
学
者
を
見
る
に
、
維
新
以
来
の
官
費
生
徒
は
こ
れ
を
別
に
し
、
天
保
年
間
よ
り
、
漢
学
に
て

も
洋
学
に
て
も
学
問
に
志
し
て
、
今
日
国
の
用
を
な
す
者
は
、
た
い
が
い
皆
私
費
を
も
っ
て
私
塾
に
入
り
、

人
民
の
学
制
に
よ
っ
て
成
業
し
た
る
者
多
し
。
今
日
に
お
い
て
も
官
学
校
の
生
徒
と
私
学
校
の
生
徒
と
を

比
較
す
れ
ば
、
そ
の
学
芸
の
進
歩
、
一
得
一
失
、
未
だ
優
劣
を
決
す
べ
か
ら
ず
。
あ
る
い
は
学
校
費
用
の

一
点
に
つ
い
て
官
私
を
比
較
す
れ
ば
、
私
立
の
方
に
幾
倍
の
便
利
あ
る
こ
と
明
ら
か
に
保
証
す
べ
し
。
さ

れ
ば
人
民
の
政
は
、
た
だ
多
端
な
る
の
み
に
非
ず
、
ま
た
盛
大
有
力
な
り
と
い
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
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右
の
次
第
を
も
っ
て
考
う
れ
ば
、
人
民
の
世
界
に
事
務
な
き
を
患
う
れ
うる
に
足
ら
ず
。
実
は
そ
の
繁
多
に
し

て
こ
れ
に
従
事
す
る
の
智
力
に
乏
し
き
こ
そ
患うれ
う
べ
け
れ
。
こ
れ
を
勤
め
て
怠
ら
ざ
れ
ば
、
そ
の
事
務
よ

く
あ
が
り
て
功
を
奏
し
た
る
の
例
も
少
な
か
ら
ず
。
一
事
に
功
を
奏
す
れ
ば
、
し
た
が
っ
て
ま
た
一
事
に

着
手
し
、
次
第
に
進
み
て
や
む
こ
と
な
く
ば
、
政
府
の
政
ま
つ
り
ご
とは
日
に
簡
易
に
赴
き
、
人
民
の
政
は
月
に
繁
盛

を
い
た
し
、
は
じ
め
て
民
権
の
確
乎
た
る
も
の
を
も
定
立
す
る
を
得
べ
き
な
り
。
余
輩
、
つ
ね
に
民
権
を

主
張
し
、
人
民
の
国
政
に
か
か
わ
る
べ
き
議
論
を
悦
よ
ろ
こば
ざ
る
に
非
ず
と
い
え
ど
も
、
そ
の
趣
意
は
た
だ
ち

に
政
府
の
内
に
突
入
し
て
官
員
の
事
務
を
妨
ぐ
る
か
、
ま
た
は
官
員
に
代
り
て
事
を
な
さ
ん
と
す
る
の
義

に
非
ず
。
人
民
は
人
民
の
地
位
に
い
て
、
自
家
の
領
分
内
に
沢
山
な
る
事
務
に
力
を
つ
く
さ
ん
こ
と
を
欲

す
る
の
み
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
れ
広
き
字
義
に
し
た
が
い
て
国
政
に
か
か
わ
る
も
の
と
い
う
べ
し
。
た
だ
ち
に
政
府
に

接
せ
ず
し
て
、
間
接
に
そ
の
政
に
参
与
す
る
も
の
と
い
う
べ
し
。
間
接
の
勢
は
直
接
の
力
よ
り
も
か
え
っ

て
強
き
も
の
な
り
。
学
者
こ
れ
を
思
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
今
の
人
民
の
世
界
に
い
て
事
を
企
く
わ
だつ
る
は
、
な

お
、
蝦え
夷ぞ
地ち
に
行
き
て
開
拓
す
る
が
如
し
。
事
の
足
ら
ざ
る
は
患
う
れ
いに
非
ず
、
力
足
ら
ざ
る
を
患うれ
う
べ
き
な

り
。

　
然
る
に
、
今
の
学
者
は
そ
の
思
想
を
一
方
に
偏
し
、
ひ
た
す
ら
政
府
の
政
に
向
っ
て
心
を
労
す
る
の
み
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に
し
て
、
自
家
の
領
分
に
は
毫ごう
も
余
地
を
見
出
さ
ざ
る
も
の
の
如
し
。
た
と
え
ば
世
に
、
商
売
工
業
の
議

論
あ
り
、
物
産
製
作
の
議
論
あ
り
、
華
士
族
処
分
の
議
論
あ
り
、
家
産
相
続
法
の
議
論
あ
り
、
宗
旨
の
得

失
を
論
ず
る
者
あ
り
、
教
育
の
是
非
を
議
す
る
者
あ
り
、
学
校
設
立
の
説
を
述のぶ
る
者
あ
り
、
文
字
改
革
の

議
を
発
す
る
者
あ
り
。

　
い
ず
れ
も
皆
、
国
の
文
明
の
た
め
に
重
大
な
る
事
件
に
し
て
、
学
者
の
こ
れ
に
着
眼
す
る
は
祝
す
べ
き

こ
と
な
れ
ど
も
、
学
者
は
た
だ
こ
れ
に
眼
ま
な
こを
着
ち
ゃ
くし
、
こ
れ
を
議
論
に
唱
う
る
の
み
に
し
て
、
そ
の
施
行
の

一
段
に
い
た
り
て
は
、
こ
と
ご
と
く
こ
れ
を
政
府
の
政
ま
つ
り
ご
とに
托
し
、
政
府
は
こ
の
法
を
か
く
の
如
く
し
て
こ

の
事
を
か
く
の
如
く
な
す
べ
し
と
い
い
、
こ
の
事
の
行
わ
れ
ざ
る
こ
と
あ
ら
ば
、
こ
の
法
を
も
っ
て
こ
れ

を
禁
ず
べ
し
と
い
い
、
こ
れ
を
禁
じ
こ
れ
を
勧
め
、
一
切
万
事
、
政
府
の
道
具
仕
掛
け
を
も
っ
て
天
下
の

事
を
料
理
す
べ
き
も
の
と
思
い
、
は
な
は
だ
し
き
は
己
れ
自
か
ら
政
府
の
地
位
に
進
み
、
自
か
ら
そ
の
事

を
試
ん
と
す
る
者
な
き
に
非
ず
。
こ
れ
す
な
わ
ち 

上  

書  

建  

白 
じ
ょ
う
し
ょ
け
ん
ぱ
く
の
多
く
し
て
、
官
府
に
反ほ
故ご
の
う
ず
た

か
き
ゆ
え
ん
な
り
。

　
か
り
に
そ
の
上
書
建
白
を
し
て
御
採
用
の
栄
を
得
せ
し
め
、
今
一
歩
を
進
め
て
本
人
も 

御 

抜 

擢 

ご
ば
っ
て
き

の
命

を
拝
す
る
こ
と
あ
ら
ん
。
而
し
こ
うし
て
そ
の
素そ
志し
果
し
て
行
わ
れ
た
る
か
、
案
に
相
違
の
失
望
な
る
べ
し
。
人

事
の
失
望
は
十
に
八
、
九
、
弟
は
兄
の
勝
手
に
外
出
す
る
を
羨
う
ら
やみ
、
兄
は
親
爺
お
や
じ
の
勝
手
に
物
を
買
う
を
羨
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み
、
親
爺
は
ま
た
隣
翁
の
富
貴
自
在
な
る
を
羨
む
と
い
え
ど
も
、
こ
の
弟
が
兄
の
年
齢
と
な
り
、
兄
が
父

と
な
り
、
親
爺
が
隣
家
の
富
を
得
る
も
、
決
し
て
自
由
自
在
な
る
に
非
ず
、
案
に
相
違
の
不
都
合
あ
る
べ

き
の
み
。
こ
の
不
都
合
を
も
か
え
り
み
ず
、
こ
の
失
望
に
も
懲こ
り
ず
、
な
お
も
奇
計
妙
策
を
め
ぐ
ら
し
て
、

名
は
三
千
余
方
の
兄
弟
に
は
か
る
と
い
い
、
そ
の
内
実
の
極
意
は
、
暗
に
政
府
を
促
し
て
己
が
妙
計
を
用

い
し
め
ん
と
欲
す
る
に
す
ぎ
ず
。
区
々
た
る
政
府
の
政
ま
つ
り
ご
とに
熱
中
奔
走
し
て
、
自
家
の
領
分
は
こ
れ
を
放
却

し
て
忘
れ
た
る
が
如
し
。
内
を
外
に
す
る
と
い
う
べ
き
か
、
外
を
内
に
す
る
と
い
う
べ
き
か
、
い
ず
れ
に

も
本
気
の
沙
汰
と
は
認
め
難
し
。
政
の
字
の
広
き
意
味
に
し
た
が
え
ば
、
人
民
の
政
事
せ
い
じ
に
は
際
限
あ
る
べ

か
ら
ず
。
こ
れ
を
放
却
し
て
誰
に
託
せ
ん
と
欲
す
る
か
、
思
わ
ざ
る
の
は
な
は
だ
し
き
も
の
と
い
う
べ
し
。

こ
の
人
民
の
政
を
捨
て
て
政
府
の
政
に
の
み
心
を
労
し
、
再
三
の
失
望
に
も
懲
り
ず
し
て
無
益
の
談
論
に

日
を
送
る
者
は
、
余
輩
こ
れ
を
政
談
家
と
い
わ
ず
し
て
、
新
奇
に 

役 

談 

家 

や
く
だ
ん
か

の
名
を
下
す
も
ま
た
不
可
な

き
が
如
く
思
う
な
り
。

　
今
の
如
く
役
談
家
の
繁
昌
す
る
時
節
に
お
い
て
、
国
の
た
め
に
利
害
を
は
か
れ
ば
、
政
府
を
し
て
そ
の

議
論
を
用
い
し
む
る
も
害
あ
り
、
用
い
し
め
ざ
る
も
ま
た
害
あ
り
。
こ
れ
を
用
い
ん
か
、
奇
計
妙
策
、
た

ち
ま
ち
実
際
に
行
わ
れ
て
、
こ
の
法
を
作
り
、
か
の
律
を
製
し
、
こ
の
条
を
け
ず
り
、
か
の
目もく
を
加
え
、

し
た
が
っ
て
出
だ
せ
ば
し
た
が
っ
て
改
め
、
無む
辜こ
の
人
民
は
身
の
進
退
を
貸
し
て
他
の
草
紙
に
供
す
る
が

12学者安心論



如
き
こ
と
あ
ら
ん
。
国
の
た
め
に
大
な
る
害
な
り
。
あ
る
い
は
こ
れ
を
捨
て
て
用
い
ざ
ら
ん
か
、 

怨  

望 

え
ん
ぼ
う

満
野
ま
ん
や
、
建
白
の
門
は
市いち
の
如
く
、
新
聞
紙
の
面
は 

裏  

店 

う
ら
だ
な

の
井
戸
端
の
如
く
、
そ
の
煩
わ
ず
らわ
し
き
や
衝つ
く
が

如
く
、
そ
の
面
倒
な
る
や
刺
す
が
如
く
、
あ
た
か
も
無
数
の  

小    

姑  

こ
じ
ゅ
う
と
め
が
一
人
の
家よ
嫂め
を
窘
く
る
し
むる
に
異
な
ら

ず
。
い
か
な
る
政
府
も
、
こ
れ
に
堪
ゆ
る
こ
と
能
わ
ざ
る
に
い
た
ら
ん
。
こ
れ
に
堪
え
ず
し
て
手
を
出
だ

せ
ば
、
つ
い
に
双
方
の
気
配
を
損
じ
、
国
内
に
不
和
を
生
ず
る
こ
と
あ
ら
ん
。
ま
た
国
の
た
め
に
害
あ
り

と
い
う
べ
し
。
左
に
そ
の
一
例
を
し
め
さ
ん
。

　
今
の
民
権
論
者
は
、
し
き
り
に
政
府
に
向
い
て
不
平
を
訴
う
る
が
如
く
な
る
は
何
ぞ
や
。
政
府
は
、
果

し
て
論
者
と
思
想
の
元
素
を
殊こと
に
し
て
、
そ
の
方
向
ま
っ
た
く
相
反
す
る
も
の
か
。
政
府
は
、
前
に
い
え

る
廃
藩
置
県
以
下
の
諸
件
を
慊
こ
こ
ろ
よ
しと
せ
ず
し
て
、
論
者
の 

持  

張 

じ
ち
ょ
う

す
る
改
進
の
旨
と
ま
っ
た
く 

相  

戻 

あ
い
も
と

る
も

の
か
。
あ
る
い
は
か
り
に
政
府
を
し
て
改
進
を
悦
ば
ざ
る
も
の
と
す
る
も
、
こ
の
事
物
の
変
革
、
人
心
の

騒
乱
に
際
し
て
、
政
府
の
み
ひ
と
り
そ
の
方
向
を
別
に
す
る
を
得
べ
き
か
。
余
輩
決
し
て
こ
れ
を
信
ぜ
ず
。

論
者
と
い
え
ど
も
ま
た
然
ら
ん
。
政
府
は
人
事
変
革
の
原
因
に
非
ず
し
て
人
心
変
革
の
結
果
な
り
と
の
こ

と
は
、
前ぜん
す
で
に
こ
れ
を
述
べ
て
、
論
者
も
こ
れ
に
同
意
し
た
る
こ
と
な
ら
ん
。

　
然
ら
ば
す
な
わ
ち
論
者
が
不
平
を
訴
う
る
と
こ
ろ
は
、
事
の
元
素
に
あ
ら
ず
し
て
そ
の
枝
葉
に
あ
り
、

政
府
の
精
神
に
あ
ら
ず
し
て
そ
の
外
形
に
あ
る
こ
と
、
明
ら
か
に
知
る
べ
し
。
こ
の
枝
葉
・
外
形
の
事
よ
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り
し
て
双
方
の
間
に
不
和
を
生
じ
、
改
進
の
一
元
素
中
に
意
外
の
変
を
起
す
は
、
国
の
た
め
に
も
っ
と
も

悲
し
む
べ
き
事
な
ら
ず
や
。
す
な
わ
ち
、
編
首
に
い
わ
ゆ
る
直
接
の
た
め
に
眼
光
を
掩おお
わ
れ
て
地
位
の
利

害
に
眩げん
す
る
も
の
な
り
。

　
た
と
え
ば
新
聞
記
者
の
禁
獄
の
如
し
。
そ
の
罰
の
当
否
は
し
ば
ら
く
擱
さ
し
おき
、
と
に
か
く
に
日
本
国
に
お

い
て
、
学
者
と
名
づ
く
る
人
物
が
獄
屋
に
入
り
た
る
と
い
う
事
柄
は
、
決
し
て
美
談
に
非
ず
。
窃
盗
博
徒

と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
捕
縛
し
て
も
ら
さ
ざ
る
は
、
法
律
上
に
お
い
て
称
す
べ
き
事
な
れ
ど
も
、
そ
の
囚

徒
が
獄
内
に
充
満
す
る
は
、
祝
す
べ
き
に
非
ず
。
窃
盗
博
徒
、
な
お
か
つ
然
り
、
い
わ
ん
や
字
を
知
る
文

人
学
者
に
お
い
て
を
や
。
国
の
た
め
に
も
っ
と
も
悲
し
む
べ
き
事
な
り
。
こ
の
一
段
に
い
た
り
て
は
、
政

府
の
人
に
お
い
て
も
、
学
者
の
仲
間
に
お
い
て
も
、
い
や
し
く
も
愛
国
の
念
あ
ら
ん
者
な
れ
ば
、
私
情
を

さ
り
て
こ
れ
を
考
え
、
心
の
底
に
こ
れ
を
愉
快
な
り
と
思
う
者
は
な
か
る
べ
し
。

　
な
お
こ
れ
よ
り
も
禍
わ
ざ
わ
いの
大
な
る
も
の
あ
り
。
前
す
で
に
い
え
る
如
く
、
我
が
国
内
の
人
心
は
守
旧
と
改

進
と
の
二
流
に
分
れ
、
政
府
は
学
者
と
と
も
に
改
進
の
一
方
に
お
り
、
二
流
の
分
界
判
然
と
し
て
、
あ
た

か
も
敵
対
の
如
く
な
り
し
か
ど
も
、
改
進
の
人
は
進
み
て
退
か
ず
、
難
を
凌しの
ぎ
危
を
冒おか
し
、
あ
え
て
寸
鉄

に
衂ちぬ
ら
ず
し
て
も
っ
て
今
日
の
場
合
に
い
た
り
た
る
は
、
た
だ
に
強
勇
と
い
う
べ
き
の
み
に
非
ず
、
こ
れ

を
評
し
て
智
と
称
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
今
些さ
さ々

た
る
枝
葉
よ
り
し
て
、
改
進
一
流
の
内
に
あ
た
か
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も
内
乱
を
起
し
、
自
家
の
戦
争
に
忙
わ
し
く
し
て
外
患
を
か
え
り
み
ず
、
つ
い
に
は
か
の
判
然
た
る
二
流

の
分
界
も
、
さ
ら
に
混
同
す
る
の
お
そ
れ
な
き
に
非
ず
。
も
と
よ
り
こ
の
二
流
は
、
は
じ
め
よ
り
元
素
を

殊
に
す
る
も
の
な
れ
ば
、
と
う
て
い
親
和 

抱  

合 

ほ
う
ご
う

す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
思
わ
る
れ
ど
も
、
人
事 

紛  

紜 

ふ
ん
う
ん

の
際
に
は
思
お
も
いの
ほ
か
な
る
異
像
を
現
出
す
る
も
の
な
り
。
近
く
そ
の
一
例
を
示
さ
ん
。

　
旧
幕
府
の
末
年
に
、
天
下
有
志
の
士
と
唱
う
る
人
物
の
内
に
は
、
真
に
攘
夷
家
も
あ
り
、
ま
た
真
に
開

国
家
も
あ
り
。
こ
の  
開    

攘  
か
い
じ
ょ
う

の
二
家
は
は
じ
め
よ
り
元
素
を
殊
に
す
る
者
な
れ
ば
、
理
に
お
い
て
決
し

て 

抱  

合 

ほ
う
ご
う

す
べ
き
に
非
ざ
れ
ど
も
、
当
時
の
事
情
紛
紜
に
際
し
、
幕
府
に
敵
す
る
の
目
的
を
も
っ
て
、
暫ざ

時んじ
の
間
、
異
種
の
二
元
素
、
た
が
い
に
相
投
じ
た
る
こ
と
あ
り
。
こ
れ
を
思
え
ば
、
今
の
民
権
論
者
が
不

平
を
鳴
ら
す
そ
の
間
に
、
識
ら
ず
知
ら
ず
し
て
そ
の
分
界
を
踏
出
し
、
あ
る
い
は
他
よ
り
来
り
て
そ
の
界
さ
か
い

を
犯
し
、
不
平
の
一
点
に
お
い
て
、
か
の
守
旧
家
と
一
時
の
抱
合
を
な
す
の
お
そ
れ
な
し
と
い
う
べ
か
ら

ず
。
理
を
も
っ
て
論
ず
れ
ば
、
万
々
心
配
な
き
が
如
く
な
れ
ど
も
、
通
常
の
人
は
、
さ
ま
で
深
謀
遠
慮
な

き
も
の
な
り
。

　
民
権
論
者
と
て 

悉  

皆 

し
っ
か
い

老
成
人
に
非
ず
。
あ
る
い
は 
白  

面 
は
く
め
ん

の
書
生
も
あ
ら
ん
、
あ
る
い
は
血
気
の
少

年
も
あ
ら
ん
。
そ
の 

成  

行 

な
り
ゆ
き

決
し
て
安
心
す
べ
か
ら
ず
。
万
々
一
も
こ
の
二
流
抱
合
の
萌
き
ざ
しを
現
わ
す
こ
と

あ
ら
ば
、
文
明
の 

却  

歩 

き
ゃ
く
ほ

は
識
者
を
ま
た
ず
し
て
知
る
べ
し
。
こ
れ
す
な
わ
ち
禍
の
大
な
る
も
の
な
り
。
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国
の
文
明
を
進
め
ん
と
し
て
か
え
っ
て
こ
れ
を
妨
ぐ
る
は
、
愛
国
者
の
不
面
目
こ
れ
よ
り
は
な
は
だ
し
き

は
な
か
る
べ
し
。

　
論
者
つ
ね
に
い
わ
ず
や
、
一
国
の
政
府
は
人
民
の
反
射
な
り
と
。
こ
の
言
、
ま
こ
と
に
是ぜ
な
り
。
瓜うり
の

蔓つる
に
茄
子
な
す
び
は
実
の
る
べ
か
ら
ず
。
政
府
は
人
民
の
蔓
に
生
じ
た
る
実
な
り
。
英
の
人
民
に
し
て
英
の
政
府

あ
り
、
仏
の
人
民
に
し
て
仏
の
政
府
あ
り
。
然
ら
ば
す
な
わ
ち
今
の
日
本
人
民
に
し
て
今
の
政
府
あ
る
は
、

瓜
の
蔓
に
瓜
の
実
の
り
た
る
の
み
。
怪
し
む
に
足
ら
ざ
る
な
り
。

　
こ
こ
に
明
鏡
あ
ら
ん
。
美
人
を
写
せ
ば
美
人
を
反
射
し
、
阿
多
福

お
た
ふ
く

を
写
せ
ば
阿
多
福
を
反
射
せ
ん
。
そ

の
醜
美
は
鏡
に
よ
り
て
生
ず
る
に
非
ず
、
実
物
の 

持  

前 

も
ち
ま
え

な
り
。
人
民
も
し
反
射
の
阿
多
福
を
見
て
そ
の

厭いと
う
べ
き
を
知
ら
ば
、
自
か
ら
装
う
て
美
人
た
ら
ん
こ
と
を
勉
む
べ
し
。
無
智
の
人
民
を
集
め
て
盛
大
な

る
政
府
を
立
つ
る
は
、
子
供
に
着
す
る
に
大
人
の
衣
服
を
も
っ
て
す
る
が
如
し
。
手
足
寛
ゆ
る
や
かに
し
て
か
え
っ

て
不
自
由
、
自
か
ら
裾すそ
を
踏
み
て
倒
る
る
こ
と
あ
ら
ん
。
あ
る
い
は
身
幅
み
は
ば
の
適
し
た
る
も
の
に
て
も
、
田

舎
の
百
姓
に
手
織
木
綿
の
綿
入
れ
を
脱
が
し
め
、
こ
れ
に
代
る
に
羽
二
重

は
ぶ
た
え

の
小
袖
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
た

ち
ま
ち
風
を
引
て 

噴  

嚔 

く
し
ゃ
め

す
る
こ
と
あ
ら
ん
。

　
一
国
の
政
治
は
、
い
か
に
も
そ
の
人
民
の
智
愚
に
適
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
性
質
に
も
適
せ
ざ

る
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
論
者
は
性
急
に
し
て
、
鏡
に
対
し
て
反
射
の
醜
な
る
を
咎とが
め
、
瓜
に
向
い
て
茄
子
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た
ら
ざ
る
を
怒
り
、
そ
の
議
論
の
極
意
ご
く
い
を
尋
ぬ
れ
ば
、
実
物
に
か
か
わ
ら
ず
し
て
反
射
の
影
を
美
な
ら
し

め
、
瓜
の
蔓
に
も
茄
子
を
生
ぜ
し
む
る
の
策
あ
り
と
、
公
お
お
や
けに
こ
れ
を
口
に
唱
え
ざ
れ
ば
暗あん
に
自
か
ら
こ
れ

を
心
の
底
に
許
す
も
の
の
如
し
。
余
輩
の
考
に
て
は
、
こ
の
妙
策
に
感
服
す
る
を
得
ざ
る
な
り
。

　
然
り
と
い
え
ど
も
、
ま
た
一
方
よ
り
論
ず
れ
ば
、
人
民
の
智
力
発
達
す
る
に
し
た
が
い
て
そ
の
権
力
を

増
す
も
ま
た
当
然
の
理
な
り
。
而
し
こ
うし
て
そ
の
智
力
は 

権  

衡 

け
ん
こ
う

も
っ
て
量はか
る
べ
き
も
の
に
非
ざ
れ
ば
、
そ
の

増
減
を
察
す
る
こ
と
、
は
な
は
だ
難かた
し
。
家
厳
か
げ
ん
が
力
を
つ
く
し
て
育
し
得
た
る
令
息
は
、
篤
実
一
偏
、
た

だ
命めい
こ
れ
し
た
が
う
、
こ
の
子
は
未
だ  

鳥    

目  

ち
ょ
う
も
く

の
勘
定
だ
も
知
ら
ず
な
ど
と
、
陽
あ
ら
わに
憂
う
れ
えて
そ
の
実じつ
は
得

意
話
の
最
中
に
、
若
旦
那
の
お
払
い
と
て
貸
座
敷
よ
り 

書  

附 

か
き
つ
け

の
到
来
し
た
る
例
は
、
世
間
に
珍
し
か
ら

ず
。

　
人
の
智
恵
は
、
善
悪
に
か
か
わ
ら
ず
、
思
お
も
いの
ほ
か
に
成
長
す
る
も
の
な
り
。
油
断
大
敵
、
用
心
せ
ざ
る

べ
か
ら
ず
。
ゆ
え
に
か
の
瓜
の
蔓
も
、
い
つ
の
間
に
か
は
変
性
し
て
、
や
や
茄
子
の
木
の
形
を
な
し
た
る

に
、
瓜
は
い
ぜ
ん
と
し
て
瓜
た
る
こ
と
も
あ
ら
ん
。
あ
る
い
は
阿
多
福

お
た
ふ
く

が
思
を
こ
ら
し
て
容
か
た
ちを
装
よ
そ
おう
た
る

に
、
有
心
う
し
ん
の
鏡
は
そ
の
装
よ
そ
お
いを
写
さ
ず
し
て
、
旧もと
の
醜
容
を
反
射
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
阿
多
福
も
ま
た
不
平

な
ら
ざ
る
を
え
ず
。
ま
た
、
政
府
は
人
民
の
反
射
な
り
と
い
う
と
い
え
ど
も
、
そ
の
反
射
は
必
ず
し
も
今

日
の
実
物
を
今
日
に
反
射
す
る
に
非
ず
。
人
心
変
動
の
沿
革
に
し
た
が
い
て
、
そ
の
大
勢
の
真
形
を
反
射
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せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
の
反
射
す
る
に
あ
た
り
て
、
実
物
の
こ
の
一
方
に
対
し
て
は
真

形
を
写
す
べ
け
れ
ど
も
、
か
の
一
方
の
真
を
ば
写
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
も
あ
ら
ん
。
然
る
と
き
は
、
そ
の

二
物
の
軽
重
緩
急
を
察
し
て
、
ま
ず
重
大
に
し
て
急
な
る
も
の
を
写
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
さ
れ
ば
今
の
日
本
政
府
も
、
何
等
の
大
勢
を
写
し
出
す
も
の
か
、
何
物
の
真
形
を
反
射
す
る
も
の
か
、

こ
れ
を
反
射
し
て
真
を
誤
ら
ざ
る
も
の
か
、
無
偏
無
党
の
平
心
を
も
っ
て
こ
れ
を
察
す
る
は
至
難
の
事
と

い
う
べ
し
。
ま
た
、
事
を
施
行
す
る
に
あ
た
り
て
、
そ
の 

成  

跡 

せ
い
せ
き

は
つ
ね
に
意
外
に
出
で
、
求
む
る
も
の

を
得
ず
し
て
求
め
ざ
る
も
の
を
得
る
こ
と
多
し
。

　
数
年
前
英
国
に
て
下
院
を
改
革
し
、
下
等
の
人
民
ま
で
も
議
院
の
事
に
参
与
す
る
の
法
を
定
め
た
り
し

に
、
そ
の
時
に
あ
た
り
て
識
者
の
考
に
、
今
後
議
院
の
権
は
役
夫
え
き
ふ
・
職
人
の
手
に
帰
し
、
あ
る
い
は
害
あ

る
べ
し
と
い
い
、
あ
る
い
は
益
あ
る
べ
し
と
い
い
、
議
論  

喋    

々  

ち
ょ
う
ち
ょ
う
た
り
し
が
、
そ
の
成
跡
を
見
れ
ば
、

い
ず
れ
も
無
益
の
取
越
し
苦
労
な
り
。
改
革
の
後
も
役
夫
・
職
人
の
輩はい
は
た
だ
ち
に
国
事
に
か
か
わ
る
こ

と
な
く
、
議
員
の
種
族
は
い
ぜ
ん
た
る
旧もと
の
議
員
に
し
て
、
た
だ
こ
の
改
革
あ
り
し
が
た
め
に
、
早
く
す

で
に
議
員
に
戒
心
を
抱
か
し
め
、
期
せ
ず
し
て
お
の
ず
か
ら
下
等
の
人
民
を
利
し
た
り
と
い
う
。

　
ゆ
え
に
政
府
た
る
者
が
人
民
の
権
を
認
む
る
と
否
と
に
際
し
て
、
そ
の
加
減
の
難
き
は
、
医
師
の
匕さじ
の

類たぐ
いに
非
ず
、
こ
れ
を
想
い
、
ま
た
こ
れ
を
思
い
、
た
だ
に
三
思
の
み
な
ら
ず
、
三
百
思
も
な
お
足
る
べ
か
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ら
ず
と
い
え
ど
も
、
そ
の
細
目
の
適
宜
を
得
ん
と
す
る
は
、
と
う
て
い
人
智
の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
非
ざ
れ
ば
、

大
体
の
定
則
と
し
て
政
府
と
人
民
と
相
分
れ
、
直
接
の
関
係
を
や
め
て
間
接
に
相
交
わ
る
の
一
法
あ
る
の

み
。

　
人
あ
る
い
は
こ
の
説
を
聞
き
、
政
府
と
人
民
と
相
遠
ざ
か
る
こ
と
あ
ら
ば
、
気
脈
を
通
ぜ
ず
し
て
、
必

ず
不
和
を
生
ぜ
ん
と
い
う
者
あ
る
べ
し
と
い
え
ど
も
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
未
だ
思
わ
ざ
る
の
論
の
み
。
余
輩

の
い
わ
ゆ
る
遠
ざ
か
る
と
は
、
た
が
い
に
遠
隔
し
て
敵
視
す
る
を
い
う
に
非
ず
、
ま
た
敬けい
し
て
こ
れ
を
遠

ざ
く
る
の
義
に
も
非
ず
。
遠
ざ
か
る
は
近
づ
く
の
術
な
り
、
離
る
る
は
合
す
る
の
方
便
な
り
。
近
く
そ
の

例
を
示
さ
ん
。
他
人
の
同
居
し
て
不
和
な
る
者
、
別
宅
し
て
相
親
し
む
べ
し
。
他
人
の
み
な
ら
ず
、
親
子

兄
弟
と
い
え
ど
も
、
二
、
三
の
夫
婦
が
一
家
に
眠
食
し
て
、
よ
く
そ
の
親
愛
を
ま
っ
と
う
し
た
る
の
例
は
、

世
間
に
は
な
は
だ
稀
な
り
。

　
今
政
府
と
人
民
と
は
他
人
の
間
柄
な
り
。
未
だ
遠
ざ
か
ら
ず
し
て
、
ま
ず
相
近
づ
か
ん
と
す
る
は
、
事

の
順
序
を
誤
る
も
の
と
い
う
べ
し
。
け
だ
し
各
種
の
人
が
め
い
め
い
の
地
位
に
い
て
、
そ
の
地
位
の
利
害

に
お
お
わ
れ
、
つ
い
に
事
柄
の
判
断
を
誤
る
も
の
は
、
他
の
地
位
の
有
様
を
詳
つ
ま
び
ら
かに
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
が

ゆ
え
な
り
。
そ
の
有
様
に
密
接
す
る
こ
と
、
同
居
人
が
眠
食
を
と
も
に
す
る
が
如
く
な
る
が
ゆ
え
な
り
。

そ
の
相
接
す
る
こ
と
密みつ
に
過
ぎ
、
か
え
っ
て
他
の
全
体
を
見
る
こ
と
能
わ
ず
し
て
、
局
処
を
う
か
が
う
に
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察
々
た
る
が
ゆ
え
な
り
。
な
お
、
か
の
、
山
を
望
み
見
ず
し
て
山
に
登
り
て
山
を
見
る
が
如
く
、
と
う
て

い
物
の
真
情
を
知
る
に
よ
し
な
し
。
真
情
相
通
ぜ
ざ
れ
ば
、
双
方
の
交
際
は
、
た
だ
局
処
の
不
平
と
不
平

と
敵
対
の
勢
を
な
す
の
み
。

　
こ
こ
に
お
い
て
か
、
人
を
妬そね
み
人
を
悪
に
く
みて
、
た
が
い
に
寸
分
の
余
地
を
の
こ
さ
ず
、
力
あ
る
者
は
力
を

つ
く
し
、
智
恵
あ
る
者
は
智
恵
を
た
く
ま
し
ゅ
う
し
、
た
だ
一
片
の
不
平
心
を
慰
め
ん
が
た
め
に
孜し
し々

と

し
て
、
永
遠
の
利
害
は
こ
れ
を
放
却
し
て
忘
れ
た
る
が
如
く
な
る
に
い
た
る
者
、
す
く
な
か
ら
ず
。
ひ
っ

き
ょ
う
、
そ
の
本もと
は
、
た
が
い
に
近
づ
く
べ
か
ら
ざ
る
の
有
様
を
も
っ
て
、
強
い
て
相
近
づ
か
ん
と
し
、

た
が
い
に
そ
の
有
様
を
誤
解
し
て
、
か
え
っ
て
ま
す
ま
す
遠
隔
敵
視
の
禍
わ
ざ
わ
いを
増
す
も
の
と
い
う
べ
し
。

　
今
世
間
の
喋
々
を
聞
け
ば
、
一
方
の
説
に
い
わ
く
、
人
民
無
智
無
法
な
る
が
ゆ
え
に
政
府
こ
れ
に
権
力

を
附
与
す
べ
か
ら
ず
と
。
ま
た
一
方
は
い
わ
く
、
政
府
は
さ
ま
ざ
ま
の
事
に
手
を
出
し
、
さ
ま
ざ
ま
の
法

を
つ
く
り
て
人
民
の
働
を
た
く
ま
し
ゅ
う
せ
し
め
ず
と
。
い
わ
ゆ
る
水
掛
論
な
り
。
然
り
と
い
え
ど
も
、

智
愚
相
対
し
て
そ
の
間
に
不
和
あ
れ
ば
、
智
者
ま
ず
他
を
容い
れ
て
こ
れ
を
処
置
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
ゆ
え
に
真
の
愚
民
に
対
し
て
は
、
政
府
ま
ず
そ
の
愚
を
容
れ
て
こ
の
水
掛
論
の
処
置
に
任
せ
ざ
る
べ
か

ら
ず
と
い
え
ど
も
、
本
編
の
主
と
し
て
論
ず
る
学
者
に
い
た
り
て
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を
愚
民
と
同
一
視

す
べ
か
ら
ず
。
こ
の
流
の
人
は
、
改
進
政
談
家
を
も
っ
て
自
か
ら
お
り
、
肉
を
裁さい
す
る
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
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せ
ず
し
て
、
天
下
を
裁
す
る
の
志
を
抱
き
、
政
府
に
対
し
て
こ
れ
に
感
服
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
つ
ね
に

不
平
を
訴
う
る
ほ
ど
の
こ
と
な
れ
ば
、
そ
の
心
志
の
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
は
、
か
え
っ
て
政
府
の
上
流
に
あ

り
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
。

　
こ
の
一
事
は
学
者
も
私
ひ
そ
かに
自
か
ら
許
す
と
こ
ろ
な
ら
ん
。
ゆ
え
に
学
者
の
考
に
し
た
が
え
ば
、
今
の
学

者
の
品
格
は
政
府
よ
り
も
高
く
し
て
は
る
か
に
そ
の
右
に
出
で
、
政
府
は
愚
に
し
て
学
者
は
智
な
り
と
い

う
べ
し
。
智
愚
は
ま
ず
こ
こ
に
定
ま
り
た
り
。
然
ら
ば
す
な
わ
ち
か
の
水
掛
論
は
如
何
す
べ
き
や
。
余
輩

あ
え
て
政
府
に
代
り
て
苦
情
を
述
べ
ん
。
政
談
家
は
さ
ま
ざ
ま
の
事
に
口
を
出
し
、
さ
ま
ざ
ま
の
理
屈
を

述
べ
て
政
府
の
働
を
逞
た
く
まし
ゅ
う
せ
し
め
ず
と
。
学
者
は
な
お
も
こ
の
政
府
に
直
接
し
て
衝つ
く
が
如
く
刺
す

が
如
く
、
か
の  

小    

姑  

こ
じ
ゅ
う
と
め
を
学
び
て
家
嫂
か
そ
う
を
煩
わ
ず
らわ
さ
ん
と
欲
す
る
か
。
智
者
の
所
業
に
は
は
な
は
だ
も
っ

て
不
似
合

ふ
に
あ
い

な
り
。
い
わ
ゆ
る
智
者
に
し
て
愚
を
働
く
も
の
と
い
う
べ
し
。

　
ひ
っ
き
ょ
う
、
こ
の
水
掛
論
は
、
元
素
の
異
同
よ
り
生
じ
た
る
も
の
に
非
ず
。
そ
の
原
因
は
、
近
く
地

位
の
異
同
よ
り
心
情
の
偏
重
を
生
ず
る
に
よ
り
て
来
り
し
も
の
な
れ
ど
も
、
今
日
の
有
様
に
て
は
、
そ
の

是
非
を
分
つ
べ
か
ら
ず
。
余
輩
は
た
だ
今
後
の
成
行
に
眼
ま
な
こを
つ
け
、
そ
の
い
ず
れ
か
ま
ず
直
接
法
の
不
便

利
を
悟
り
て
、
前
に
出
し
た
る
手
を
引
き
、
口
を
引
き
、
理
屈
を
引
き
、
さ
ら
に
思
想
を
一
層
の
高
き
に

置
き
て
、
無
益
の
対
陣
を
解
く
者
な
ら
ん
と
、
か
た
わ
ら
よ
り
見
物
し
て
水
掛
論
の  

落    

着  

ら
く
ち
ゃ
く

を
待
つ
の

21



み
。

　
こ
の
全
編
の
大
略
を
概
し
て
い
え
ば
、
天
下
の
人
心
、
直
接
す
れ
ば
そ
の
交
ま
じ
わ
りを
ま
っ
と
う
す
べ
か
ら
ず
。

今
の
世
間
に
、
こ
の
流
行
病
あ
り
。
開
国
以
来
、
我
が
日
本
の
人
心
は
、
守
旧
と
改
進
と
二
流
に
分
れ
て
、

今
の
政
府
は
改
進
の
方
に
あ
る
も
の
な
り
。
然
る
に
、
改
進
の
学
者
流
と
政
府
と
の
間
に
不
和
あ
る
は
何

ぞ
や
。
こ
の
流
の
人
は
、
民
権
を
論
ず
れ
ど
も
、
そ
の
眼
を
た
だ
政
府
の
一
方
に
の
み
着
ち
ゃ
くし
て
、
自
家
の

事
務
を
忘
る
る
が
ゆ
え
な
り
。
今
の
如
く
政
談
家
の
多
き
は
国
の
た
め
に
祝
す
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
を
用
う

る
も
害
あ
り
、
こ
れ
を
用
い
ざ
る
も
ま
た
害
あ
り
。
民
権
論
者
と
政
府
と
の
不
和
は
、
あ
た
か
も
一
流
中

の
内
乱
に
し
て
、
こ
れ
が
た
め
事
情
の
紛
紜

ふ
ん
ぬ
ん
を
い
た
し
、
つ
い
に
は
守
旧
と
改
進
と
の
分
界
も
分
明
な
ら

ざ
る
の
禍
を
招
く
べ
し
。

　
一
国
の
政
ま
つ
り
ご
とは
正まさ
し
く
人
民
の
智
愚
に
応
ず
る
も
の
な
れ
ば
、
人
力
を
も
っ
て
容
易
に
料
理
す
べ
か
ら
ず
。

さ
り
と
て
、
政
府
も
ま
た
、
よ
く
人
智
の
進
歩
に
着
目
し
て
油
断
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
政
府
と
学
者
と

直
接
に
相
対
す
る
こ
と
、
今
日
の
如
く
し
て
は
際
限
あ
る
べ
か
ら
ず
。
ゆ
え
に
、
た
が
い
に
相
遠
ざ
か
り

て
、
相
近
づ
く
の
法
を
求
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
離
は
合
の
術
な
り
、
遠
は
近
の
方
便
な
り
と
の
趣
意
に
し

て
、
結
局
は
政
府
と
学
者
と
直
接
の
関
係
を
止
め
、
と
も
に
高
尚
の
域
に
昇
り
て
永
遠
重
大
の
喜
憂
を
と

も
に
せ
ん
と
す
る
の
旨
を
述
べ
た
る
も
の
な
り
。
た
と
え
ば
こ
こ
に
一
軒
の
家
あ
ら
ん
。
楼
下
は
陋いや
し
き
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一
室
に
し
て
、
楼
上
に
は
夥
多
あ
ま
た
の
美
室
あ
り
。
地
位
職
分
を
殊
に
す
る
者
が
、
こ
の
卑
陋
ひ
ろ
う
な
る
一
室
に
雑

居
し
て 

苦  

々 

に
が
に
が

し
き
思
を
な
さ
ん
よ
り
、
高
く
楼
に
昇
り
て
そ
の
室
を
分
ち
、
お
の
お
の
当
務
の
事
を
務

む
る
は
ま
た
美
な
ら
ず
や
。
室
を
異
に
す
る
も
、
家
を
異
に
す
る
に
非
ず
。
居
所
高
け
れ
ば
も
っ
て
和
す

べ
く
、
居
所
卑ひく
け
れ
ば
和
す
べ
か
ら
ざ
る
の
異い
あ
る
の
み
。

　
末
段
に
い
た
り
、
な
お
一
章
を
附
し
て
こ
の
編
を
終
え
ん
。
す
べ
て
事
物
の
緩
急
軽
重
と
は
相
対
し
た

る
意
味
に
て
、
こ
れ
よ
り
も
緩
な
り
彼
よ
り
も
急
な
り
と
い
う
ま
で
の
こ
と
な
れ
ば
、
時
の
事
情
に
よ
り

て
、
緩
と
い
え
ば
緩
な
ら
ざ
る
は
な
し
、
急
と
い
え
ば
急
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
こ
の
緩
急
軽
重
の
判
断
に

あ
た
り
て
は
、
も
っ
と
も
心
情
の
偏
重
に
よ
り
て
妨
げ
ら
る
る
も
の
な
り
。
ゆ
え
に
今
政
府
の
事
務
を
概

し
て
尋
ぬ
れ
ば
、
大
と
な
く
小
と
な
く 
悉  

皆 
し
っ
か
い

急
な
ら
ざ
る
は
な
し
と
い
え
ど
も
、 

逐  

一 

ち
く
い
ち

そ
の
事
の
性

質
を
詳
つ
ま
び
ら
かに
す
る
と
き
は
、
必
ず
大
い
に
急
な
ら
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
。
ま
た
、
学
者
が
新
聞
紙
を
読
み
て
政

ま
つ
り
ご
と

を
談
ず
る
も
、
急
と
い
え
ば
急
な
れ
ど
も
、
な
お
こ
れ
よ
り
も
急
に
し
て
さ
ら
に
重
大
な
る
事
の
箇
条
は

枚
挙
に
い
と
ま
あ
ら
ざ
る
べ
し
。

　
前
章
に
い
え
る
如
く
、
当
世
の
学
者
は
一
心
一
向
に
そ
の
思
想
を
政
府
の
政
に
凝こ
ら
し
、
す
で
に
過
剰

に
し
て
持
て
あ
ま
し
た
る
官
員
の
中
に
割
込
み
、
な
お
も
奇
計
妙
策
を
政
の
実
地
に
施
さ
ん
と
す
る
者
は
、

そ
の
数
ほ
と
ん
ど
は
か
る
べ
か
ら
ず
。
た
だ
に
今
日
、
熱
中
奔
走
す
る
者
の
み
な
ら
ず
、
内
外
に  

執    

し
ゅ
ぎ
ょ
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行  う
す
る
書
生
に
い
た
る
ま
で
も
、
法
律
を
学
ぶ
者
は
司
法
省
を
ね
ら
い
、
経
済
学
に
志
す
者
は
大
蔵
省

を
目
的
と
し
、
工
学
を
勉
強
す
る
は
工
部
に
入
ら
ん
が
た
め
な
り
。
万
国
公
法
を
明
ら
か
に
す
る
は
外
務

の
官
員
た
ら
ん
が
た
め
な
り
。
か
か
る
勢
に
て
は
、
こ
の
書
生
輩
の 

行  

末 

ゆ
く
す
え

を
察
す
る
に
、
専
門
に
は
不ふ

得え
手て
に
し
て
い
わ
ゆ
る
事
務
な
る
も
の
に
長
じ
、
私し
に
適
せ
ず
し
て
官
に
適
し
、
官
に
容
れ
ざ
れ
ば
野や
に

煩
悶
し
、
結
局
は
官
私
不
和
の
媒
な
か
だ
ちと
な
る
者
、
そ
の
大
半
に
お
る
べ
し
。
政
府
の
た
め
を
謀
れ
ば
、
は
な

は
だ
不
便
利
な
り
、
当
人
の
た
め
を
謀
れ
ば
、
は
な
は
だ 

不 

了 

簡 

ふ
り
ょ
う
け
ん
な
り
。
今
の
学
者
は
政
府
の
政
談
の

外
に
、
な
お
急
に
し
て
重
大
な
る
も
の
な
し
と
思
う
か
。

　
手
近
く
こ
こ
に
そ
の
一
、
二
を
示
さ
ん
。
学
者
は
か
の
公
私
に
雇
わ
れ
た
る
外
国
人
を
見
ず
や
。
こ
の

外
国
人
は
莫
大
な
る
月
給
を
取
り
て
何
事
を
な
す
か
。
余
輩
、
未
だ
英
国
に
日
本
人
の
雇
わ
れ
て
年
に
数

千
の
給
料
を
取
る
者
あ
る
を
聞
か
ず
。
而
し
こ
うし
て
独
り
我
が
日
本
国
に
て
外
人
を
雇
う
は
何
ぞ
や
。
他
な
し
、

内
国
に
そ
の
人
物
な
き
が
ゆ
え
な
り
。
学
者
に
乏
し
き
が
ゆ
え
な
り
。
学
者
の  

頭    

数  

あ
た
ま
か
ず

は
あ
れ
ど
も
、

役
に
立
つ
べ
き
学
者
な
き
が
ゆ
え
な
り
。
今
の
学
者
が
今
よ
り
勉
強
し
て
幾
年
を
過
ぎ
な
ば
、
こ
の
雇
や
と
いの

外
国
人
を
や
め
て
こ
れ
に
交
代
す
べ
き
や
。
新
聞
紙
の
政
談
に
志
す
も
、
こ
の
交
代
の
日
は
容
易
に
来
る

こ
と
な
か
る
べ
し
。

　
ま
た
、
一
昨
年
一
二
月
八
日
に
金
星
の
日
食
あ
り
て
、
諸
外
国
の
天
文
家
は
日
本
に
来
て
測
量
し
た
り
。
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こ
の
時
に
お
い
て
、
学
者
は
何
の
観
を
な
し
た
る
か
。
金
の  

魚    

虎  

し
ゃ
ち
ほ
こ

は
墺
国
の
博
覧
会
に
舁か
つ
ぎ
出
し

た
れ
ど
も
、
自
国
の
金
星
の
日
食
に
、
一
人
の
天
文
学
者
な
し
と
は 

不 

外 

聞 

ふ
が
い
ぶ
ん

な
ら
ず
や
。

　
ま
た
、
外
国
の
交
際
に
お
い
て
も
、
字
義
を
広
く
し
て
こ
れ
を
論
ず
れ
ば
、
霞
が
関
の
外
務
省
の
み
を

も
っ
て
交
際
の
場
所
と
思
う
べ
か
ら
ず
。
ひ
と
た
び
国
を
開
き
て
よ
り
以
来
、
我
が
日
本
と
諸
外
国
と
の

間
に
は
、
貿
易
商
売
の
交
際
あ
り
、
学
芸
工
業
の
交
際
あ
り
、
こ
れ
を
概がい
す
れ
ば
、
双
方
の
間
に
智
力
の

交
際
を
始
め
た
る
も
の
と
い
う
べ
し
。
こ
の
交
際
は
い
ず
れ
も
皆
人
民
の
身
の
上
に
引
受
け
、
人
々
そ
の

責せめ
に
任
ず
べ
き
も
の
に
し
て
、
政
府
は
あ
た
か
も
人
民
の
交
際
に
調
印
し
て 

請  

人 

う
け
に
ん

に
立
ち
た
る
者
の
如

し
。

　
ゆ
え
に
、
貿
易
に
不
正
あ
れ
ば
、
商
人
の
恥
辱
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
て
利
を
失
え
ば
、
そ
の
愚
な
り
。

学
芸
の
上
達
せ
ざ
る
は
、
学
者
の
不
外
聞
な
り
、
工
業
の
拙
な
る
は
、
職
人
の
不
調
法
な
り
。
智
力
発
達

せ
ず
し
て
品
行
の
賤いや
し
き
は
、
士
君
子
の
罪
と
い
う
べ
し
。 

昔  

日 

せ
き
じ
つ

鎖
国
の
世
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
件

に
欠
点
あ
る
も
、
た
だ
一
国
内
に
止
ま
り
、
天
に
対
し
同
国
人
に
対
し
て
の
罪
な
り
し
も
の
、
今
日
に
あ

り
て
は
、
天
に
対
し
同
国
人
に
対
し
、
か
ね
て
ま
た
外
国
人
に
対
し
て
体
面
を
失
し
、
そ
の
結
局
は
我
が

本
国
の
品
価
を
低
く
し
て
、
全
国
の
兄
弟
と
も
に
そ
の
禍
を
蒙
る
の
み
な
ら
ず
、
二
千
余
年
の
独
立
を
保

ち
し
先
人
を
も
辱
は
ず
かし
む
る
に
い
た
る
べ
し
。
こ
れ
を
重
大
と
い
わ
ず
し
て
何
物
を
重
大
と
い
わ
ん
。
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ま
た
試
み
に
見
よ
、
今
の
西
洋
諸
国
は
果
し
て
至
文
至
明
の
徳
化
に
あ
ま
ね
く
し
て
、
そ
の
人
民
は
皇

々
如

こ
う
こ
う
じ
ょ
と
し
て
王
者
の
民
の
如
く
な
る
か
。
我
が
人
民
の
智
力
学
芸
に
欠
点
あ
る
も
、
よ
く
こ
れ
を
容い
れ
て

そ
の
釁ひま
に
切
込
む
こ
と
な
く
、
永
く
対
立
の
交
際
を
な
し
て
、
こ
れ
に
甘
ん
ず
る
者
か
。
余
輩
断
じ
て
そ

の
然しか
ら
ざ
る
を
証
す
。
結
局
双
方
の
智
力
た
が
い
に
相 

頡  

頏 

き
っ
こ
う

す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
そ
の
交
際
の
権
利
も

ま
た
頡
頏
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
交
際
の
難かた
き
も
の
と
い
う
べ
し
。
而
し
こ
うし
て
そ
の
難
き
と
は
、
何
事
に
比

す
れ
ば
難
く
、
何
物
に
比
す
れ
ば
易
き
や
。
今
の
日
本
の
有
様
に
て
は
、
こ
れ
を
至
難
に
し
て
比
す
べ
き

も
の
な
し
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
。
然
ら
ば
す
な
わ
ち
、
国
の
独
立
は
重
大
な
り
、
外
国
の
交
際
は
至
難
な

り
。
学
者
は
こ
の
重
大
至
難
な
る
責せめ
に
当
る
も
、
な
お
か
つ
こ
れ
を
か
え
り
み
ず
、
区
々
た
る
政
府
に
迫

り
て
た
だ
ち
に
不
平
を
訴
え
、
ま
す
ま
す
そ
の 

拙  

陋 

せ
つ
ろ
う

を
示
さ
ん
と
欲
す
る
か
。
事
物
の
難
易
軽
重
を
弁

ぜ
ざ
る
者
と
い
う
べ
し
。

　
ゆ
え
に
い
わ
く
、
今
の
時
に
あ
た
り
て
は
、
学
者
は
区
々
た
る
政
府
の
政
ま
つ
り
ご
とを
度
外
に
置
き
、
政
府
は
瑣さ

さ々

た
る
学
者
の
議
論
を
度
外
に
置
き
、
た
が
い
に
余
地
を
許
し
て
そ
の
働
は
た
ら
きを
た
く
ま
し
ゅ
う
せ
し
め
、
遠

く
喜
憂
の
目
的
を
と
も
に
し
て
間
接
に
相
助
く
る
こ
と
あ
ら
ば
、
民
権
も
求
め
ず
し
て
起
り
、
政
体
も
期

せ
ず
し
て
成
り
、
識し
ら
ず
知
ら
ず
改
進
の
元
素
を
発
達
し
て
、
双
方
と
も
に
注
文
通
り
の
目
的
に
達
す
べ

き
な
り
。
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