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世
論
は
〝
せ
ろ
ん
〟
と
も
〝
よ
ろ
ん
〟
と
も

呼
ぶ
。
時
代
を
遡

さ
か
の
ぼる
と
輿
論
と
い
う
言
葉
が
一

般
的
だ
っ
た
。
明
治
政
府
の
施
政
方
針
を
示
し

た
『
五
箇
条
の
御ご

誓せ
い

文も
ん

』。
そ
の
第
一
条
に
「
広

ク
会
議
ヲ
興お

こ

シ
万ば

ん

機き

公こ
う

論ろ
ん

ニ
決
ス
ベ
シ
」
と
あ

る
。
公
論
は
「
公
議
輿
論
」
の
略
。
公
開
で
討

議
さ
れ
た
公
的
意
見
を
意
味
し
た
。
一
方
世
論

は
、
世
の
中
の
雰
囲
気
・
気
分
と
捉
え
ら
れ
、

有
力
者
に
は
否
定
的
に
映
っ
て
い
た
。

　
福ふ

く

沢ざ
わ

諭ゆ

吉き
ち

は
、
文
明
開
化
に
は
活
発
な
意
見

の
表
明
が
欠
か
せ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
ふ
わ

つ
い
た
世
論
が
社
会
の
騒そ

う

擾じ
ょ
う

を
も
た
ら
す
こ
と

も
熟
知
し
て
い
た
。
原は

ら

敬た
か
し

も
「
政
治
に
と
っ
て

輿
論
は
背
い
て
は
な
ら
ぬ
も
の
、
喚
起
す
べ
き

も
の
。
世
論
は
無
軌
道
で
危
険
な
も
の
」
と
記

す
。
輿
論
と
世
論
は
対
極
に
あ
っ
た
。

　
時
代
が
下
り
、
自
由
民
権
運
動
が
起
き
政
党

の
力
も
増
し
て
く
る
。
さ
ら
に
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
う
ね
り
の
中
で
、
民
主
主
義
や
自
由
主

義
の
風
潮
が
強
く
な
る
。
公
職
選
挙
法
が
改
正

さ
れ
有
権
者
が
増
え
る
。
勢
い
政
党
は
人
々
の

歓
心
を
買
う
た
め
ご
機
嫌
と
り
に
走
る
。
民
衆

の
輿
論
形
成
を
使
命
と
し
た
新
聞
も
全
国
紙
と

な
り
、
商
業
主
義
の
傾
向
を
強
く
す
る
。

　
関
東
大
震
災
の
後
、
輿
論
は
次
第
に
世
論
化

し
て
い
く
。
満
州
事
変
以
降
の
戦
争
体
制
の
中

で
、
理
性
的
「
輿
論
」
は
感
情
的
「
世
論
」
の

中
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
戦
後
、
当
用
漢

字
表
で
「
輿
」
は
使
用
を
制
限
さ
れ
た
。
世
論

の
中
に
公
論
も
気
分
も
包
含
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

 　

世
論
調
査
。
支
持
率
が
20
％
を
切
る
と
内

閣
は
持
た
な
い
と
か
、
ど
の
政
党
が
伸
び
た
と

か
。
政
治
家
は
支
持
率
の
動
向
に
一
喜
一
憂
す

る
。
調
査
結
果
が
ま
さ
し
く
民
意
で
あ
れ
ば
当

然
な
こ
と
。
だ
が
「
世
論
」
の
実
態
は
曖
昧
だ
。

気
分
的
な
も
の
と
信
条
的
な
も
の
と
が
混
在
し

て
い
る
。
代
議
制
民
主
主
義
で
は
、
よ
り
多

く
の
支
持
を
得
よ
う
と
甘
い
言
葉
を
弄
し
た
り
、

利
益
誘
導
に
走
っ
た
り
し
が
ち
で
あ
る
。

　
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
大
衆
政

治
家
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
な
び
く
。
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
は
民
主
主
義
を
歪ゆ

が

め
る
と
い
う
。
だ
が
民

主
主
義
の
本
質
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
常

に
危
険
を
孕は

ら

ん
で
い
る
。
世
論
が
理
性
的
で
十

分
な
議
論
が
な
さ
れ
た
上
で
形
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
れ
ば
、
健
全
に
機
能
す
る
。
し
か
し
歴
史

は
そ
う
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
最
も
民
主
的
な
ワ
イ
マ
ー
ル

憲
法
下
で
登
場
し
た
。
日
本
は
、
藩
閥
政
治
と

激
し
く
闘
っ
て
獲
得
し
た
政
党
政
治
を
、
政
党

間
の
醜
い
争
い
の
中
で
自
滅
さ
せ
た
。
チ
ャ
ー

チ
ル
が
喝か

っ

破ぱ

し
た
よ
う
に
、
民
主
主
義
は
欠
陥

の
多
い
政
治
体
制
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に

勝
る
制
度
が
な
い
以
上
、
こ
れ
を
ど
う
支
え
、

ど
う
繕
っ
て
い
く
か
が
問
わ
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
世
論
や
民
意
は
う
つ
ろ
い
や
す
い
。

そ
れ
は
空
気
に
似
て
い
る
。
山や

ま

本も
と

七し
ち

平へ
い

は
『
空

気
の
研
究
』
の
中
で
こ
う
記
す
。
戦
艦
大
和
の

特
攻
出
撃
は
、
無
謀
と
の
デ
ー
タ
と
根
拠
を
押

し
の
け
「
空
気
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
。
日

本
人
は
論
理
的
な
議
論
の
結
果
で
は
な
く
、
得

体
の
知
れ
な
い
「
空
気
」
な
る
も
の
に
支
配
さ

れ
、
意
志
決
定
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
。

　
〝
空
気
を
読
む
〟〝
そ
の
場
の
空
気
で
は
…
〟

今
で
も
空
気
に
左
右
さ
れ
る
社
会
は
変
わ
っ
て

い
な
い
。
加
え
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
爆
発
的
影
響
、

社
会
の
安
定
と
民
主
主
義
の
担
い
手
と
な
る
中

間
層
の
衰
退
、
価
値
観
の
多
様
化
等
に
よ
り
、

民
意
は
さ
ら
に
流
動
化
し
て
い
る
。

　
特
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
社
会
へ
の
鬱う

っ

憤ぷ
ん

、
他
者
へ
の

歪
ん
だ
誹ひ

謗ぼ
う

中
傷
、
真
偽
を
問
わ
な
い
情
報
の

拡
散
…
な
ど
、
節
度
の
な
い
私
的
感
情
が
飛
び

交
っ
て
い
る
。
本
来
、
誰
に
も
開
か
れ
て
い
る

は
ず
の
公
共
空
間
に
、
私
的
気
分
が
堂
々
と
侵

入
し
て
い
る
。
公
的
な
も
の
と
私
的
な
も
の
、

理
性
的
な
も
の
と
感
情
的
な
も
の
、
真
理
と
虚

偽
の
区
別
が
つ
か
な
い
。
こ
れ
こ
そ
民
主
主
義

の
危
機
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
現
実
に
は
公
論
と
私
論
は
入
り
混
じ
っ
て
い

る
。
だ
が
敢
え
て
輿
論
と
世
論
を
峻し

ゅ
ん

別べ
つ

し
た
い
。

空
気
に
流
さ
れ
ず
、
冷
静
で
客
観
的
視
点
を
持

と
う
と
す
る
自
覚
が
今
求
め
ら
れ
て
い
る
。
５

画
の
「
世
」
よ
り
、
17
画
の
「
輿
」
を
綴つ

づ

る
労

力
と
時
間
を
厭い

と

わ
な
い
骨
の
折
れ
る
営
為
に
耐

え
る
こ
と
が
、
民
主
主
義
の
基
礎
に
な
る
か
ら
。

「
輿よ

論ろ
ん

と
世
論
」
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