
書

評

評患・

田

国
軽
き
ω
巨
財
筈
冨
菊
蝉
ざ

§
鴨
郎
こ
ぎ
s
N
韓
駄
津
§
識
鳶

　
冒
毎
§
9
鳴
ミ
き
ミ
二
郎
偽
貯

蔀

勇
　
造

　
本
書
は
、
世
界
各
地
の
考
古
学
研
究
の
現
状
と
課
題
を
逓
観
し
、
学
界
に

広
く
提
供
す
る
こ
と
を
屋
的
と
し
て
い
る
○
鋤
旨
訂
置
α
q
Φ
薯
○
匹
島

＞
8
訂
Φ
。
一
〇
σ
q
《
叢
書
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
研
究
書
で

は
な
く
概
説
書
の
類
で
あ
る
が
、
脚
注
・
文
献
轟
轟
・
索
引
を
完
備
し
た
学

術
轡
で
あ
る
。

　
史
学
研
究
会
が
本
書
の
書
評
を
私
に
依
頼
さ
れ
た
の
は
、
表
題
か
ら
本
書

を
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
古
代
の
交
通
・
交
易
・
交
流
を
主
題
と
す
る
書
と
推

察
さ
れ
、
そ
の
方
面
に
つ
い
て
の
論
述
が
あ
る
私
が
適
当
と
覇
断
さ
れ
た
か

ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
が
、
ま
だ
読
ん
で
も
い
な
い
う
ち
に
お
引
き
受
け

し
た
の
も
、
表
題
か
ら
内
容
の
見
当
を
つ
け
た
た
め
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

実
際
に
読
ん
で
み
る
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
表
題
か
ら
予
想
さ
れ
る
の
と

は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
内
容
の
書
で
、
い
さ
さ
か
面
食
ら
う
と
と
も
に
、

私
が
評
者
と
し
て
適
任
と
言
え
る
の
か
当
惑
し
て
い
る
。
そ
し
て
遅
ま
き
な

が
ら
、
こ
の
著
者
は
以
前
に
も
、
内
容
と
一
致
し
な
い
表
題
の
著
書
を
発
表

し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

　
ま
ず
、
著
者
の
紹
介
か
ら
始
め
よ
う
。
H
・
P
・
ラ
ー
イ
女
史
は
、
ニ

ュ
ー
デ
リ
ー
の
ジ
ャ
ワ
ー
ハ
ル
ラ
！
ル
・
ネ
ル
ー
大
学
歴
史
研
究
セ
ン
タ
ー

の
助
教
授
の
任
に
あ
る
考
古
学
者
で
、
古
代
の
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
海
事
史

（
あ
え
て
交
通
史
・
交
易
史
・
交
流
史
と
は
呼
ば
な
い
）
研
究
の
分
野
に
お

い
て
、
現
在
最
も
精
力
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
。

女
史
の
名
は
、
次
の
二
点
の
著
書
に
よ
っ
て
国
際
的
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　
　
　
§
ミ
§
曙
§
蹴
O
ミ
ミ
、
○
§
ミ
§
語
§
譜
、
さ
馬
恕
ミ
感
寒
ミ
N
轟
U
甲

　
　
チ
オ
○
×
｛
o
a
d
巳
く
Φ
邑
曙
℃
お
ω
ω
”
6
G
。
⑦
．

　
　
　
§
恥
葦
謎
誉
駄
G
尋
§
鷺
、
b
口
黛
憲
蹄
ミ
§
駄
琳
隷
さ
ミ
§
鴨
疑
鳶
評
駄

　
　
窪
振
い
。
ミ
隷
曽
ミ
U
Φ
転
　
○
×
h
o
紘
¢
溶
く
Φ
邑
蔓
牢
Φ
。
。
ω
㍉
8
餅

　
前
者
は
、
西
暦
初
期
の
数
世
紀
間
イ
ン
ド
の
デ
カ
ン
高
原
で
栄
え
た
サ
ー

タ
ヴ
ァ
ー
ハ
ナ
朝
期
に
、
多
く
の
仏
教
石
窟
僧
院
が
、
イ
ン
ド
洋
岸
の
港
と

デ
カ
ン
高
原
を
結
ぶ
道
路
の
結
節
点
と
も
言
う
べ
き
位
置
に
開
か
れ
た
の
に

着
目
し
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
寄
進
碑
文
を
主
な
史
料
と
し
て
、
石
窟
の
建
設

と
僧
院
の
維
持
を
経
済
的
に
支
え
た
様
々
な
社
会
・
経
済
集
団
の
分
析
を
行

い
、
こ
れ
ら
の
僧
院
が
デ
カ
ン
高
原
で
活
動
す
る
商
人
た
ち
の
拠
点
と
し
て

の
機
能
を
有
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
当
時
の
サ
ー
タ
ヴ

ァ
ー
ハ
ナ
朝
の
経
済
発
展
の
解
明
を
試
み
た
す
ぐ
れ
た
研
究
で
、
学
界
の
高

い
評
価
を
得
て
い
る
。
か
く
書
う
私
自
身
、
こ
の
書
に
よ
っ
て
啓
発
さ
れ
た

こ
と
は
少
な
く
な
く
、
そ
の
後
も
著
者
が
発
表
す
る
研
究
に
注
意
を
払
っ
て

き
た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
二
番
目
の
著
書
は
、
書
名
の
主
題
だ
け
で
は
内
容
の
見
当

が
つ
か
ず
、
副
題
を
見
て
よ
う
や
く
、
前
著
の
テ
ー
マ
で
も
あ
っ
た
古
代
に
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お
け
る
仏
教
と
海
上
交
通
・
交
易
の
関
係
を
、
さ
ら
に
深
く
考
究
し
た
成
果

で
あ
ろ
う
と
推
測
し
、
期
待
を
も
っ
て
読
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
書
の
場

合
は
扉
頁
を
め
く
っ
て
目
次
を
～
瞥
す
る
だ
け
で
判
る
こ
と
で
あ
る
が
、
序

章
に
続
く
三
つ
の
章
で
は
も
っ
ぱ
ら
、
イ
ン
ド
と
周
辺
世
界
と
を
結
ぶ
海
上

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
仏
教
と
交
易
の
関
係
が
扱
わ
れ
る

の
は
次
の
僅
か
一
章
だ
け
で
、
最
後
の
章
で
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
洋
で
使
用

さ
れ
た
船
の
種
類
や
港
湾
施
設
が
、
主
に
考
古
学
的
見
地
か
ら
論
じ
ら
れ
る

と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
表
題
と
内
容
が
一
致
し
な
い
と
言
っ
た
の
は

こ
の
書
の
こ
と
で
、
先
行
研
究
に
基
づ
く
概
論
と
い
う
性
格
が
強
く
、
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
…
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
最
初
の
三
章
と
も
相
侯
っ
て
、
期

待
を
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
読
後
感
が
残
っ
た
。

　
ラ
ー
イ
女
史
は
こ
の
第
二
作
刊
行
の
前
後
よ
り
、
内
外
の
研
究
者
と
の
共

同
研
究
の
機
会
が
多
く
な
り
、
各
地
で
遺
跡
や
文
献
の
調
査
を
行
う
一
方
で
、

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
で
も
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
成

果
は
、
次
の
こ
点
の
編
著
と
な
っ
て
相
次
い
で
発
表
さ
れ
た
。

　
　
　
甲
即
閃
避
節
｝
Φ
碧
－
頃
合
君
9
ω
ω
巴
δ
ω
（
＆
ω
・
y
§
爲
ミ
織
ミ
N
§
駄

　
　
醇
、
・
急
ミ
ミ
§
、
肉
ミ
⑤
§
、
，
ミ
§
鴨
○
§
ミ
ら
跨
斗
琳
ぎ
営
ミ
ミ
曽
O
ら
免
匙
轟

　
　
（
℃
δ
8
a
騨
α
q
。
。
　
o
｛
　
昏
①
　
H
簿
Φ
ヨ
跨
δ
口
鎮
　
ω
Φ
巨
舞
H
　
豊
丘
ミ
N
や

　
　
郎
、
急
ミ
ミ
超
冒
N
即
、
魯
馬
ミ
萱
偽
偽
駄
暫
ミ
冨
ミ
茜
§
暮
馬
奪
ミ
黙
秘
曽
O
ミ
§
㎏

　
　
氣
罫
　
§
罫
　
釦
Ω
－
k
餓
罫
　
ら
§
昏
　
再
◎
堵
署
Φ
毛
　
∪
Φ
チ
廿
　
閲
Φ
げ
註
銭
唄

　
　
卜
o
Q
O
－
㌶
碧
9
介
一
①
㊤
軽
Y
窯
Φ
芝
O
鉱
7
∵
と
導
。
げ
葭
レ
⑩
り
①
．

　
　
　
H
闘
■
℃
．
菊
超
（
Φ
e
’
毎
、
急
ミ
o
N
蓉
毫
浄
さ
尋
茜
㌦
§
鴨
冒
ミ
§

　
　
O
ミ
§
§
咋
註
毎
ミ
帖
§
琳
審
M
皆
駄
∪
①
子
∵
℃
田
σ
q
餌
鉱
勺
仁
げ
嬬
。
象
陣
○
含
り

　
　
回
Φ
り
り
・

　
前
者
は
、
イ
ン
ド
を
中
心
に
し
た
イ
ン
ド
洋
沿
岸
諸
地
域
の
海
岸
お
よ
び

海
中
よ
り
発
見
さ
れ
た
遺
跡
や
遺
物
を
資
料
と
し
て
、
各
地
上
間
の
海
上
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
論
じ
た
章
と
、
民
族
誌
や
現
地
調
査
の
成
果
も
手
が
か
り
と

し
て
、
イ
ン
ド
洋
で
使
用
さ
れ
た
船
の
タ
イ
プ
や
建
造
法
を
論
じ
た
章
と
が
、

相
半
ば
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
テ
ー
マ
的
に
は
、
後
半
部
は
ラ
ー
イ
女
史

の
第
二
作
の
最
終
章
と
同
じ
で
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
・
地
域
の
専
門

家
が
、
よ
り
実
証
的
・
具
体
的
に
論
じ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
地
域
的
に
申
国
に
ま
で
視
野
を
広
げ
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
考
古
学
・
民
族
学
・
歴
史
学
の
共
同
研
究
の
重
要
性
が
主
張
さ

れ
、
よ
り
学
際
的
な
性
格
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
表
題
が
、
冒
頭
に
掲
げ
た

本
書
の
表
題
と
、
紛
ら
わ
し
い
く
ら
い
よ
く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ

れ
る
よ
う
に
、
両
書
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
は
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
二
点
の
編
著
が
、
本
書
巻
朱
の

文
献
目
録
か
ら
漏
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
収
載
論
文
の
タ
イ
ト

ル
は
個
別
に
挙
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
は
編
著
の
書
誌
デ
ー
タ
も
記
さ
れ
て
い
る

の
に
、
何
故
こ
れ
ら
が
独
立
し
た
タ
イ
ト
ル
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ

た
の
か
、
不
可
解
と
書
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
前
置
き
は
こ
の
程
度
に
し
て
、
次
に
本
書
の
章
立
て
を
示
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
章
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
節
に
分
か
た
れ
、
各
章
末
に
は
一
～
三
篇
の
短

い
補
論
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

！
　
田
ω
8
ユ
。
σ
q
鑓
喜
団
餌
巳
跨
Φ
旨
p
鰹
ぎ
①
㌶
鼠
ω
o
巷
0

2
　
田
口
ヨ
σ
q
き
山
ω
巴
冒
α
q
8
皆
5
毒
三
Φ
ω
n
o
δ
器
・
o
凪
言
H
p
｝
0
8
鼠
。
房

3
ト
ミ
。
薦
ミ
譜
ミ
、
9
器
b
。
穏
酔
巴
。
戸
び
。
寧
げ
巳
匪
お
け
Φ
。
ぎ
巳
。
α
q
《

　
き
傷
暴
く
お
鶏
8

4
ζ
鋤
同
三
塁
鼠
締
屋
牙
。
準
ω
”
蕾
び
Φ
α
q
ぎ
訂
ぎ
α
q
し
・
（
埴
輪
ぼ
。
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評書

　
ω
8
0
民
自
尽
8
冨
b
σ
0
国
）

5
幻
Φ
σ
q
δ
呂
＝
葺
①
σ
q
聾
δ
目
（
聾
Φ
ω
⑦
8
a
ε
＄
身
心
ω
叶
黙
同
ぽ
津
鼠

　
切
○
国
）

6
0
8
ω
。
薮
巴
8
・
コ
冨
唱
。
一
票
。
巴
ω
自
9
ξ
①

7
↓
訂
O
お
Φ
訂
”
巴
く
①
馨
貫
長
ω
”
白
く
巴
⑦
『
G
。
き
黛
噌
巴
禽
ω

8
　
6
冨
ヨ
興
響
き
二
『
＄
σ
Q
⑦
雪
拍
子
①
α
q
巳
箆

9
9
弾
管
・
象
2
自
碧
伍
ぎ
α
一
お
器
宥
・
蒔
ω
F
白
島
琶
①

　
ヨ
①
鋤
昌
一
⇔
σ
q
ω

10
@
ω
げ
母
Φ
島
｛
駄
9

！1

@
菊
簿
δ
ω
℃
Φ
9
p
乱
箕
。
ω
需
。
酔

　
先
に
見
た
ラ
…
イ
女
史
の
第
二
作
は
、
表
題
と
内
容
は
不
｝
致
で
あ
っ
た

も
の
の
、
目
次
を
｝
漏
す
れ
ば
、
全
体
の
構
成
と
個
々
の
章
の
内
容
は
お
お

よ
そ
把
握
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
本
書
の
場
合
に
は
、
目
次
を
見
た
だ
け
で
は

著
者
の
意
図
が
汲
み
取
れ
な
い
。
地
域
内
の
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
か
な
り
の
力

点
が
置
か
れ
て
い
る
ら
し
く
、
こ
れ
は
従
来
の
著
作
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
特

徴
な
の
だ
が
、
そ
れ
と
表
題
が
ど
う
結
び
つ
く
の
か
見
当
も
つ
か
な
い
。
こ

れ
は
ど
う
し
て
も
序
論
部
を
熟
読
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
つ
つ
、
そ
の
前

に
パ
ラ
パ
ラ
と
本
論
部
の
買
を
繰
っ
て
み
る
と
、
最
初
に
も
記
し
た
本
書
の

性
馬
上
、
大
部
分
の
頁
は
、
テ
ー
マ
毎
に
各
地
の
遺
跡
・
遺
物
・
民
族
誌

デ
…
タ
の
紹
介
と
、
そ
れ
ら
に
か
か
わ
る
近
年
の
調
査
・
研
究
を
列
挙
す
る

こ
と
に
割
か
れ
て
い
る
。
補
論
で
は
、
本
論
に
う
ま
く
織
り
こ
め
な
か
っ
た

テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
多
く
は
近
年
の
研
究
の
要
点

紹
介
と
い
う
色
彩
が
強
い
。
情
報
満
載
に
は
違
い
な
い
が
、
あ
る
意
味
、
精

読
は
お
ろ
か
集
中
力
を
維
持
し
て
通
読
す
る
の
も
難
し
い
タ
イ
プ
の
書
で
あ

る
。
も
し
書
評
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
私
自
身
の
現
在
の
研
究

に
か
か
わ
っ
て
い
そ
う
な
箇
所
だ
け
を
拾
い
読
み
し
、
未
見
文
献
の
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
だ
け
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
と
も
か
く
、
著
者
の
本
書
執
筆
の
意
図
を
知
る
た
め
に
は
、
序
論

と
な
る
第
一
章
を
よ
く
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
～
節
で
本
書
の
目
的
・
特

徴
が
記
さ
れ
た
後
、
第
二
節
で
先
行
研
究
の
紹
介
と
批
判
が
、
第
三
節
で
対

象
地
域
・
海
域
の
地
理
と
気
象
の
解
説
が
行
わ
れ
、
最
後
の
第
四
節
で
は
古

代
世
界
に
お
け
る
イ
ン
ド
洋
に
関
す
る
地
理
的
知
識
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

第
三
節
と
第
四
第
に
は
目
新
し
い
記
述
は
な
く
、
重
要
な
の
は
最
初
の
二
節

で
あ
る
。

　
著
者
は
、
イ
ン
ド
洋
に
突
き
出
て
長
い
海
岸
線
を
有
す
る
イ
ン
ド
の
地
理

的
特
徴
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
古
代
イ
ン
ド
史
研
究
が
、
農
業
に
経

済
的
基
盤
を
置
く
内
陸
国
家
の
興
隆
・
発
展
に
ば
か
り
注
目
し
て
き
た
の
は

全
く
不
当
で
、
本
書
で
は
、
広
い
イ
ン
ド
洋
世
界
の
中
で
イ
ン
ド
半
島

（「

汨
蝸
､
」
で
は
な
く
「
半
島
偏
と
善
繭
っ
て
い
る
点
に
注
意
）
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
形
成
さ
れ
て
き
た
歴
史
過
程
を
考
察
す
る
、
と
ま
ず
述
べ

る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
本
書
に
限
っ
て
書
え
ば
、
著
者
の
第
一
の
関
心

は
、
イ
ン
ド
洋
世
界
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
イ
ン
ド
の
初
期
の
歴
史
に
あ
る

こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
を
見
損
な
う
と
、
後
で
見
る
よ
う
に
、

海
事
と
は
全
く
無
関
係
に
思
え
る
各
地
の
政
治
史
に
、
何
故
こ
れ
ほ
ど
多
く

の
頁
が
割
か
れ
て
い
る
か
が
、
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
二
頁
末
尾
に
、
本
書
の
主
旨
が
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
一
文
が
あ
る
の

で
、
そ
れ
を
以
下
に
引
用
し
ょ
う
　
日
ぴ
㊦
窟
Φ
ω
①
導
ω
2
音
舞
8
ヨ
冥
。
。
窪

。
く
Φ
「
乱
Φ
謹
○
｛
。
。
Φ
臥
霞
形
σ
q
雪
鳥
ヨ
四
節
陣
巳
Φ
野
江
託
ぞ
ヨ
渉
①
H
昌
島
睾

0
轟
き
ヨ
○
乙
Φ
二
〇
Φ
巷
ざ
H
Φ
盤
①
ω
鉱
。
冨
8
ま
2
巳
口
σ
q
け
唱
導
Φ
も
9
三
。
翫133 （457）



8
霧
。
訂
紆
爲
8
p
巳
器
躍
σ
q
δ
霧
①
巻
窪
臨
8
ヨ
臣
Φ
お
σ
Q
δ
旨

　
著
者
に
と
っ
て
、
イ
ン
ド
と
、
そ
れ
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
ス
リ
ラ
ン
カ

と
東
南
ア
ジ
ア
（
す
な
わ
ち
著
者
に
と
っ
て
の
南
ア
ジ
ア
）
の
古
代
の
歴
史

の
理
解
は
、
交
易
、
政
治
統
合
、
宗
教
発
展
と
い
う
三
つ
の
テ
ー
マ
に
か
か

わ
る
諸
問
題
の
解
明
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も

イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
海
上
活
動
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
第
一

原
因
と
も
言
う
べ
き
も
の
の
概
観
を
試
み
る
の
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
海
上
活
動
と
は
醤
っ
て
も
、
従
来
の
研
究
が
、
往
々
に
し
て
交

易
そ
れ
も
遠
距
離
交
易
に
偏
し
て
い
た
こ
と
を
著
者
は
批
判
し
、
そ
の
よ
う

な
活
動
を
可
能
と
し
た
技
術
、
す
な
わ
ち
船
の
建
造
技
術
や
航
海
技
術
の
研

究
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
ま
た
、
著
者
の
認
識
で
は
こ
れ
ら
の
活
動
と
連

続
的
な
関
係
に
あ
る
、
同
じ
海
域
で
生
活
す
る
漁
民
や
漂
部
民
の
生
態
の
研

究
も
、
イ
ン
ド
洋
の
海
の
文
化
の
理
解
に
は
不
可
欠
と
主
張
し
て
い
る
。

　
本
論
の
記
述
の
対
象
と
な
る
地
域
に
つ
い
て
、
東
ア
フ
リ
カ
沿
岸
は
、
莫

に
イ
ン
ド
洋
世
界
の
一
部
に
な
る
の
は
、
本
書
が
対
象
と
す
る
時
代
の
末
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
し
て
除
外
し
、
西
は
ペ
ル
シ
ア
湾
沿
岸
か
ら
ソ
コ
ト

ラ
島
あ
た
り
ま
で
、
東
は
東
南
ア
ジ
ア
ま
で
と
区
切
っ
て
い
る
。

　
「
方
時
代
的
に
は
、
紀
元
前
三
千
年
紀
か
ら
紀
元
後
五
世
紀
ま
で
が
対
象

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
下
限
年
代
の
根
拠
が
ど
う
も
よ
く
理
解
で
き
な
い
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
五
世
紀
は
、
先
に
挙
げ
た
政
治
・
宗
教
・
交
易
の
三
つ
の

側
面
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
の
説
明

と
し
て
、
政
治
面
に
お
い
て
は
イ
ン
ド
の
半
島
部
や
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て

地
域
的
な
諸
王
国
が
、
宗
教
面
に
お
い
て
は
社
会
経
済
活
動
の
中
心
と
し
て

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
が
、
ま
た
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
面
で
は
ベ
ン
ガ
ル
湾
を

ま
た
ぐ
商
人
ギ
ル
ド
が
、
そ
れ
ぞ
れ
出
現
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か

し
そ
れ
が
ど
う
い
う
形
で
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
（
は
ず
の
）
海
事
史
と
結

び
つ
く
の
か
の
説
明
は
全
く
な
い
。

　
だ
が
、
お
そ
ら
く
海
事
史
と
の
関
連
を
求
め
る
方
が
悪
い
の
で
、
著
者
の

主
た
る
関
心
事
で
あ
る
古
代
イ
ン
ド
史
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
五
世
紀
が
時

代
区
分
の
大
き
な
節
目
と
な
る
の
は
自
明
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
私

の
よ
う
に
、
も
う
少
し
西
側
か
ら
イ
ン
ド
洋
の
歴
史
を
研
究
し
て
い
る
者
に

と
っ
て
、
こ
の
五
世
紀
は
最
も
史
料
が
乏
し
く
状
況
が
よ
く
判
ら
な
い
蒔
期

で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
時
期
の
イ
ン
ド
の
大
き
な
変
化
が
イ
ン
ド
洋
の
交
通

や
交
易
に
及
ぼ
し
た
か
も
し
れ
ぬ
影
響
が
不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
の
は
、
残

念
で
な
ら
な
い
。

　
第
二
章
と
第
三
章
の
テ
ー
マ
は
、
海
の
文
化
の
基
層
を
な
す
諸
問
題
で
あ

る
。
ま
ず
第
二
章
で
は
、
イ
ン
ド
亜
北
部
か
ら
ペ
ル
シ
ア
湾
へ
か
け
て
の
沿

岸
部
で
産
出
さ
れ
る
、
商
晶
と
な
り
う
る
第
一
次
産
品
が
検
討
さ
れ
た
後
で
、

ペ
ル
シ
ア
湾
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
へ
か
け
て
の
海
域
で
活
動
す
る
漁
民
・
漂
海

民
・
海
賊
な
ど
の
生
態
が
、
歴
史
の
古
い
段
階
に
遡
っ
て
、
主
に
文
献
史
料

に
基
づ
い
て
紹
介
さ
れ
る
。

　
第
三
章
は
、
ブ
ロ
ー
デ
ル
か
ら
借
用
し
た
主
題
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、

イ
ン
ド
洋
で
伝
統
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
縫
合
船
の
建
造
技
術
や
航
海
技
術

に
つ
い
て
、
考
古
資
料
や
図
像
資
料
と
現
在
の
造
船
技
術
を
比
較
し
つ
つ
論

じ
て
い
る
。
考
古
資
料
と
は
言
っ
て
も
、
地
中
海
と
異
な
り
イ
ン
ド
洋
か
ら

は
、
当
時
こ
の
海
域
で
使
用
さ
れ
て
い
た
船
の
タ
イ
プ
を
判
断
出
来
る
よ
う

な
、
難
破
船
の
残
骸
が
発
見
さ
れ
な
い
こ
と
が
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
。

特
に
問
題
に
な
る
の
が
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
期
か
ら
ロ
ー
マ
帝
政
期
に
か
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評書

け
て
、
エ
ジ
プ
ト
か
ら
イ
ン
ド
洋
に
進
出
し
た
ギ
リ
シ
ア
人
の
船
乗
り
や
商

人
が
使
用
し
た
の
が
、
地
中
海
タ
イ
プ
の
船
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
イ
ン

ド
洋
で
一
般
に
使
用
さ
れ
後
に
ダ
ウ
船
と
呼
ば
れ
る
タ
イ
プ
の
船
で
あ
っ
た

か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
欧
米
の
研
究
者
は
お
お
む
ね
前
の
説
を
と
っ
て
い
る
が
、
我
が
国
で
は
家

島
彦
一
氏
が
ダ
ウ
船
説
で
、
夏
の
モ
ン
ス
ー
ン
期
の
イ
ン
ド
洋
を
地
中
海
タ

イ
プ
の
船
で
航
行
す
る
の
は
難
し
い
の
で
、
仮
に
紅
海
内
で
は
地
申
海
タ
イ

プ
の
船
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
バ
ー
ブ
ル
マ
ン
デ
ブ
海
峡
付
近
の

港
で
船
荷
の
積
み
替
え
を
行
い
、
イ
ン
ド
洋
は
ダ
ウ
船
で
航
行
し
た
と
主
張

し
て
い
る
。
本
書
の
著
者
も
家
島
氏
と
同
意
見
で
あ
る
が
、
エ
ジ
プ
ト
の
紅

海
岸
の
港
市
遺
跡
か
ら
、
地
中
海
岸
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
港
湾
施
設
が
見
つ

か
ら
な
い
こ
と
を
根
拠
に
挙
げ
て
、
紅
海
で
も
地
中
海
タ
イ
プ
の
船
は
航
行

し
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

　
第
四
章
は
、
古
代
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
と
イ
ン
ダ
ス
文
明
（
著
者
は
ハ

ラ
ッ
パ
ー
文
明
と
い
う
呼
称
の
方
を
用
い
て
い
る
）
の
間
の
海
上
ル
ー
ト
に

よ
る
交
渉
が
テ
…
マ
で
、
違
和
感
な
く
読
め
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
本
書
で
最
も
違
和
感
を
感
じ
る
の
が
、
次
の
第
五
章
と

第
六
章
で
あ
る
。
第
五
章
で
は
、
紀
元
前
二
千
年
紀
か
ら
前
一
千
年
紀
へ
か

け
て
の
時
期
の
、
ペ
ル
シ
ア
湾
沿
岸
、
ソ
コ
ト
ラ
島
、
イ
ン
ド
半
島
、
ス
リ

ラ
ン
カ
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域
内
統
合
が
、
さ
ら
に
第
六
章
で
は
、

こ
れ
に
続
く
時
代
に
各
地
で
成
立
し
た
国
家
や
そ
れ
に
準
じ
る
政
体
が
テ
…

マ
と
な
り
、
各
地
の
遺
跡
や
出
土
品
に
関
す
る
、
近
年
の
調
査
と
研
究
が
詳

し
く
紹
介
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
な
問
題
が
、
当
時
の
イ
ン

ド
洋
の
交
通
や
交
易
と
ど
う
か
か
わ
る
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
ほ
と
ん
ど

な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
の
二
つ
の
章
は
、
こ
の
時
代
の
南
ア
ジ
ア
史
に
関

心
の
あ
る
読
者
に
は
有
益
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
書
名
に
惹
か
れ
て
本
四

を
裁
い
た
読
者
に
と
っ
て
は
、
先
へ
進
む
に
つ
れ
て
読
む
の
が
苦
痛
に
な
っ

て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
七
章
に
は
、
章
題
に
そ
ぐ
わ
ぬ
ア
ラ
ビ
ア
の
ナ
バ
テ
ア
人
や
サ
バ
人
に

関
す
る
節
も
あ
り
、
要
す
る
に
イ
ン
ド
と
か
か
わ
り
の
あ
る
西
方
人
に
関
す

る
記
述
を
こ
こ
で
ま
と
め
て
行
お
う
と
い
う
の
が
、
著
者
の
意
図
の
よ
う
で

あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
記
述
が
先
行
研
究
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
新
味
は
な
く
、

シ
チ
リ
ア
出
身
の
歴
史
家
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
の
年
代
を
前
四
世
紀
（
正
し
く
は

前
｝
世
紀
）
と
す
る
よ
う
な
（
一
七
五
頁
）
、
初
歩
的
な
聞
違
い
も
見
ら
れ

る
。　

第
八
章
で
は
、
著
者
の
処
女
作
に
関
連
し
た
内
容
の
記
事
は
安
心
し
て
読

む
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
を
は
ず
れ
て
特
に
紅
海
か
ら
東
ア
フ
リ
カ
の
沿

岸
の
記
事
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
、
エ
ジ
プ
ト
の
古
ク
セ
イ
ル
遺
跡
を
古
代

の
レ
ゥ
コ
ス
・
リ
メ
ー
ン
に
比
定
す
る
地
図
を
掲
載
し
た
り
（
一
九
〇
頁
）
、

『
エ
リ
ュ
ト
ラ
ー
案
内
記
幅
に
よ
る
と
称
し
て
、
ゾ
ス
カ
レ
ス
が
支
配
す
る

エ
チ
オ
ピ
ア
の
王
国
を
門
ア
ド
ゥ
リ
ス
王
国
」
、
南
ア
ラ
ビ
ア
の
支
配
が
及

ん
で
い
た
東
ア
フ
リ
カ
の
沿
岸
部
を
「
ア
ザ
ニ
ア
王
国
扁
と
呼
ぶ
な
ど
（
｝

九
一
頁
）
、
こ
の
方
面
を
専
攻
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
驚
く
よ
う
な
記
述

も
散
見
し
、
典
拠
が
ア
ッ
プ
・
ト
ゥ
・
デ
イ
ト
で
な
い
こ
と
と
、
知
識
の
バ

ラ
ン
ス
の
悪
さ
が
気
に
な
る
。
ち
な
み
に
現
在
で
は
、
古
ク
セ
イ
ル
は
ミ
ュ

オ
ス
・
ホ
ル
モ
ス
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

　
第
九
章
で
は
商
晶
を
生
み
出
し
た
手
工
業
生
産
が
、
ま
た
第
一
〇
章
で
は

主
に
仏
教
と
僧
院
・
巡
礼
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
イ
ン
ド
洋

に
お
け
る
交
通
・
交
易
と
密
接
に
関
連
し
た
テ
ー
マ
で
、
そ
れ
な
り
に
有
用

な
情
報
も
見
出
せ
る
が
、
他
の
章
に
お
け
る
と
同
様
、
著
者
は
し
ば
し
ば
海
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事
と
は
無
関
係
と
思
わ
れ
る
方
向
に
進
ん
で
し
ま
う
の
で
、

読
者
も
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

途
方
に
く
れ
る

　
以
上
、
随
分
ひ
ど
い
こ
と
を
書
き
連
ね
て
き
た
が
、
も
し
私
が
同
じ
よ
う

な
テ
ー
マ
で
概
説
書
を
書
く
こ
と
を
求
め
ら
れ
れ
ば
、
や
は
り
お
そ
ら
く
関

連
諸
分
野
の
情
報
に
で
き
る
限
り
遺
漏
な
く
雷
及
し
よ
う
と
す
る
結
果
、
情

報
満
載
で
は
あ
る
が
著
者
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
ぬ
た

め
退
屈
で
、
全
体
を
通
読
す
る
の
は
大
変
と
い
う
、
同
じ
よ
う
な
タ
イ
プ
の

書
に
落
ち
着
く
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
そ
れ
が
判
っ
て
い
る
の
で
、
自
ら
を

戒
め
る
気
持
ち
で
こ
の
評
を
書
い
て
い
る
。

　
著
者
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
…
は
、
個
々
の
情
報
で
は
な
く
、
「
海
か
ら
見

た
南
ア
ジ
ア
史
」
と
い
う
本
書
の
構
想
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
こ
の
構

想
が
貫
徹
さ
れ
て
い
れ
ば
、
も
う
少
し
全
体
の
筋
道
が
よ
く
見
え
て
、
集
中

力
を
途
切
れ
さ
せ
る
こ
と
な
く
読
み
進
め
る
書
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

す
で
に
幾
度
か
記
し
た
よ
う
に
、
著
者
は
、
私
の
よ
う
な
読
者
か
ら
見
れ
ば

本
来
の
構
想
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
問
題
に
、
ど
ん
ど
ん
深
入

り
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
れ
は
私
の
読
み
方
、
あ
る
い
は
期
待
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
イ
ン
ド
の
古
代
史
に
興
味
の
あ
る
読
者
で
あ
れ
ば
、
私
と
は
違
っ
た

感
想
を
持
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
テ
…
マ
別
に
最
新
の
情
報
を
得
よ
う
と
す
る
読
者
に
と

っ
て
は
、
間
違
い
な
く
こ
の
書
は
有
用
で
あ
る
。
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学
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究
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授
）
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