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わ
が
国
を
も
含
め
て
、
策
亜
に
対
す
る
著
者
の
愛
着
は
強
く
、
ま
た
そ
の
根

源
の
深
い
も
の
が
あ
る
。
古
く
は
、
ペ
ン
ク
、
リ
ヒ
ト
ホ
ー
フ
ェ
ソ
、
ウ
ィ
ッ

ト
ホ
ー
ゲ
ル
を
は
じ
め
、
比
較
的
新
し
い
蒔
代
で
は
、
ク
レ
ッ
シ
ー
、
バ
．
ッ
ク
、

ホ
ー
ル
な
ど
、
世
界
の
諸
学
者
の
情
熱
も
、
そ
の
大
き
な
比
重
で
、
東
亜
に
注

が
れ
て
来
た
。
わ
が
国
で
も
小
川
琢
治
、
藤
田
元
春
の
両
博
士
が
東
亜
研
究
に

多
大
の
成
果
を
残
さ
れ
た
。
両
博
士
の
盤
咳
に
親
し
く
接
し
、
東
亜
に
対
し
て

伝
統
を
持
2
黒
都
大
学
の
史
学
の
学
風
の
中
で
学
ば
れ
て
開
始
さ
れ
た
著
者
の

歴
史
地
理
学
的
研
究
は
、
正
し
く
一
連
の
伝
統
的
東
亜
研
究
の
系
譜
に
つ
ら
な

み
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
従
来
、
地
理
学
は
足
の
学
問
と
い
わ
れ
る
程
に
実
地
検
証
を
必
要
と
ナ
る
。

特
に
比
較
地
理
学
に
お
い
て
一
履
そ
れ
が
要
求
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
地
理
学
に

お
け
る
理
論
と
体
系
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
事
実
、
事
象
の
確

認
が
大
切
で
あ
る
。
い
わ
ば
研
究
の
出
発
点
で
あ
る
。
こ
の
上
に
体
系
が
組
み

立
て
ら
れ
、
理
論
が
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
著
者

の
論
文
の
中
に
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
こ
に
歴
奥
地
理
学
の
体
系
と
理
論
の
確
固

た
る
基
盤
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
著
者
が
、
か
つ
て
京
都
大
学
地
理
学
教
室
の
助
手
と
し
て
学
生
の
野
外
研
究

霧
導
を
槌
当
さ
れ
て
い
売
こ
ろ
、
私
も
そ
の
一
人
と
t
て
参
加
し
、
ブ
イ
ル
ド

ワ
ー
ク
の
何
も
の
な
る
か
を
学
ぶ
こ
と
が
で
ぎ
た
が
、
今
に
し
て
思
え
ば
、
著

者
の
フ
イ
ル
ド
に
お
け
る
観
察
眠
の
鋭
る
ど
さ
と
、
解
明
の
適
確
さ
の
背
後
に

は
、
す
で
に
研
究
上
の
大
き
な
仮
説
が
あ
り
、
そ
れ
の
究
明
に
対
す
る
強
い
情

熱
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
正
し
く
東
亜
の
集
落
の
イ
メ
ー
ジ
で

あ
り
、
そ
れ
え
の
愛
着
で
あ
っ
た
。
爾
来
三
十
年
、
著
者
の
多
年
の
研
究
の
成

果
は
、
こ
こ
に
『
東
亜
の
集
落
』
と
な
っ
て
結
実
を
見
た
わ
け
で
あ
る
。

　
本
朝
団
は
前
：
甲
・
後
の
一
二
編
か
ら
組
立
て
ら
れ
て
い
る
。
前
編
は
学
史
お
よ

び
総
論
で
あ
り
、
中
編
は
古
代
お
よ
び
中
世
に
お
け
る
日
本
の
集
落
後
編
は
中

国
の
集
落
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
序
文
に
よ
る
と
、
本
書
の
骨
子
は
、
昭
和
十
八
年
に
京
都
大
学
人
文
科
学
研

究
所
に
提
幽
し
た
「
東
亜
集
落
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

そ
の
内
容
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
適
確
に
は
い
え
ぬ
が
、
前
編
お
よ

び
後
編
は
、
す
べ
て
こ
れ
に
基
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
中
編
は
右
の
論
文

の
他
に
、
既
発
袈
の
醐
、
集
落
の
歴
史
地
理
』
　
（
昭
和
二
十
四
年
初
版
、
叢
十
五

年
改
訂
再
版
、
帝
国
書
院
刊
）
と
、
さ
ら
に
其
後
の
研
究
を
遍
託
し
て
、
ま
と

め
ら
れ
た
も
の
と
思
う
。

　
前
編
第
一
章
は
「
東
洋
地
理
学
の
伝
統
と
歴
史
地
理
学
」
で
あ
る
。
こ
こ
で

い
う
東
洋
と
は
、
中
・
蟹
お
よ
び
日
本
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
序
文
で
こ
と
わ
っ

て
い
る
。
こ
の
東
洋
の
地
理
学
は
古
い
垂
統
を
持
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
世

に
入
っ
て
西
洋
地
理
学
を
追
う
の
に
急
な
あ
ま
り
、
文
化
の
伝
統
が
、
そ
れ
ぞ

れ
特
殊
な
地
理
的
環
境
の
中
か
ら
生
れ
育
っ
て
来
た
重
大
な
事
実
を
忘
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
特
に
地
域
差
を
認
識
し
、
そ
こ
か
ら
学
問
体
系
を

立
て
よ
う
と
す
る
地
理
学
こ
そ
、
各
地
に
像
わ
る
文
化
断
書
を
ま
ず
認
識
す
る

必
要
が
あ
る
と
し
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
中
園
古
代
に
お
け
る
地
理
学
の
源
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欝

流
を
求
め
て
考
察
し
て
い
る
。
し
か
し
紙
面
の
制
限
の
故
か
、
は
た
ま
た
中
主

文
化
の
深
遠
の
た
め
か
、
多
く
は
肇
国
地
理
書
の
解
題
お
よ
び
、
諸
家
の
従
来

の
研
究
成
果
の
紹
介
に
止
ま
っ
て
い
る
の
は
、
す
こ
し
淋
し
い
気
が
す
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
に
つ
づ
く
日
本
地
理
学
発
達
奥
も
同
様
で
、
む
し
ろ
第
四
節
の
歴
史
地
理
学

に
多
く
の
期
待
を
持
つ
た
が
、
謙
虚
な
著
者
は
、
方
法
論
の
素
描
に
止
め
ら
れ

て
残
念
で
あ
る
。

　
第
二
章
「
集
落
地
理
学
の
発
達
」
で
は
、
リ
ヒ
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
、
ラ
ッ
ツ
ェ

ル
、
マ
イ
ツ
ェ
ソ
の
集
落
地
理
学
が
紹
介
さ
れ
、
つ
い
で
そ
の
系
譜
に
つ
ら
な

る
ド
イ
ツ
の
集
落
地
理
学
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
の
集
落

地
理
学
の
内
容
が
、
最
後
に
日
本
に
お
け
る
研
究
系
譜
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

集
落
が
、
そ
の
地
域
の
風
土
と
民
族
に
影
響
さ
れ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
思
う

と
き
、
集
落
研
究
の
方
向
付
け
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
よ
っ
て
異
な
る
こ

と
は
豪
然
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
国
別
の
学
風
の
紹
介
と
批
判
は
、
ま
こ
と

に
当
を
得
た
方
法
と
い
え
る
。
た
だ
欲
を
い
う
と
、
叛
し
い
集
落
地
理
学
の
特

徴
と
し
て
都
市
研
究
の
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
現
在
、
そ
の
分
野
に
対
し
て
、

よ
り
多
く
の
紙
諏
の
配
慮
が
望
ま
し
か
っ
た
。

　
近
代
都
布
は
村
落
に
比
較
し
て
、
風
土
と
民
族
の
反
映
の
少
な
い
点
で
確
か

に
問
題
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
な
り
に
ま
た
異
な
っ
た
角
度
か
ら
の
地
理

学
酌
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
諾
わ
れ
る
。
そ
れ
が
ま
た
村
落
を
も

含
め
た
新
し
い
集
落
地
理
学
の
研
究
に
も
つ
な
が
る
こ
と
が
出
来
そ
う
に
思
う
。

な
る
ほ
ど
歴
史
地
理
学
的
比
較
研
究
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
全
編
に
付
せ
ら

れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
章
が
集
落
地
理
学
の
発
達
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
ま
で
押

し
進
め
て
欲
し
か
っ
た
。

　
第
二
章
は
東
亜
集
落
地
理
学
概
説
で
あ
る
。
集
落
の
類
型
が
、
そ
の
地
域
の

風
土
と
民
族
の
纈
違
に
基
い
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
り
ヒ
ト
ホ
ー
フ
ェ
ソ
や
マ

イ
ツ
ニ
ソ
の
理
論
に
従
っ
て
、
ま
ず
東
亜
の
集
落
を
寒
地
狩
猟
集
落
、
乾
燥
地

遊
牧
集
落
、
オ
ア
シ
ス
都
城
集
弗
洛
、
高
地
農
牧
戸
戸
洛
、
南
洋
原
始
農
耕
お
よ
び

漁
務
集
落
、
季
節
風
帯
農
耕
集
落
の
六
の
類
型
に
入
れ
る
。
こ
の
他
に
刷
偲
な

蓋
準
か
ら
西
欧
化
さ
れ
た
都
市
お
よ
び
農
村
と
い
う
類
型
の
あ
る
こ
と
を
追
記

し
て
い
る
。

　
つ
い
で
か
か
る
集
落
の
類
型
の
成
立
に
与
っ
た
東
亜
の
自
然
環
境
が
説
明
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
著
看
も
「
東
亜
の
自
然
環
境
に
即
し
て
、
そ
れ
と
整
合
闘

係
に
あ
る
東
亜
の
祉
会
環
境
の
特
性
を
素
描
し
、
こ
れ
ま
で
に
成
立
し
た
東
亜

に
お
け
る
集
落
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
前
提
乏
な
る
こ
と
を
も
っ
て
足
れ
り

と
し
た
い
」
と
あ
る
が
、
東
亜
集
落
の
類
型
が
、
一
応
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
よ
り
詳
細
に
論
じ
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
従

っ
て
次
節
に
述
べ
ら
れ
る
東
亜
農
村
の
類
型
と
榔
市
の
頚
塑
が
、
都
町
と
い
う

別
個
な
範
鰭
の
も
と
で
現
わ
れ
る
の
で
、
い
さ
さ
か
不
連
続
の
憾
み
が
あ
る
。

む
し
ろ
本
章
で
は
、
聞
き
に
山
菜
の
自
然
環
境
と
社
会
環
境
の
解
明
が
あ
り
、

つ
い
で
先
学
の
理
論
に
よ
る
集
落
の
類
型
や
都
耀
の
類
型
が
述
べ
ら
れ
る
の
が
、

よ
り
理
解
し
易
い
よ
う
に
思
う
。

　
し
か
し
こ
れ
は
大
し
た
問
題
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
次
節
あ
た
り
か
ら
　
・

展
開
す
る
東
亜
に
お
け
る
平
野
の
開
発
、
方
毒
素
地
灘
の
展
開
の
中
に
、
地
理

学
者
と
し
て
の
著
者
の
優
れ
た
研
究
が
現
わ
れ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
と
も
す

れ
ば
、
集
落
地
理
学
に
お
け
る
歴
史
地
理
的
研
究
が
、
制
度
史
や
社
会
経
済
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

の
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
以
上
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
現
状
に
あ
っ
て
、
こ
の
二
　
9
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

節
こ
そ
は
地
理
学
独
自
の
視
野
に
立
ち
、
暫
ら
た
な
研
究
分
野
を
開
い
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
・
人
饗
化
の
ほ
と
ん
ど
が
平
野
の
走
築
か
れ
た
こ
と
鵬



を
思
う
と
き
、
平
野
の
は
た
し
た
役
樹
は
樋
め
て
大
ぎ
い
。
近
年
、
自
然
地
理

学
の
分
野
に
お
い
て
も
沖
積
平
野
を
対
象
と
し
た
第
四
紀
研
究
が
盛
ん
と
な
り
、

地
盤
沈
下
や
臨
海
工
業
地
区
の
造
成
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
提
起

さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
著
考
の
こ
れ
を
取
上
げ
た
意
義
は
大
き
い
。
そ
の
節
の

末
尾
に
「
こ
れ
は
闘
千
年
来
わ
れ
わ
れ
の
父
祉
の
経
営
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ

に
つ
い
て
の
知
識
を
き
わ
め
る
こ
と
は
、
現
在
の
民
生
の
安
定
の
た
め
に
、
は

た
ま
た
将
来
の
開
発
の
た
め
に
資
す
る
も
の
と
信
ず
る
」
と
結
ん
で
い
る
の
は

著
者
の
写
れ
た
識
見
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
七
節
、
東
亜
に
お
け
る
方
路
状
地
割
の
展
開
は
、
中
編
に
述
べ
ら
れ
る
条

里
制
研
究
の
、
い
は
ば
序
説
と
し
て
考
う
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
本
堂
の
み
を
独

立
し
た
も
の
と
し
て
取
上
ぐ
べ
き
か
、
章
節
の
遺
脱
の
上
に
す
こ
し
問
題
が
あ

り
そ
う
な
気
の
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
開
拓
に
伴
う
計
画
的
集

落
と
し
て
把
握
し
、
広
く
東
亜
全
域
に
つ
い
て
、
美
し
い
航
空
写
真
と
、
豊
か

な
地
図
を
伴
っ
て
展
望
し
て
い
ら
れ
る
の
は
、
著
者
に
し
て
は
じ
め
て
な
し
得

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
中
編
に
属
す
る
第
四
章
は
「
古
代
に
お
け
る
日
本
の
村
落
」
に
始
ま
る
。
第

’
節
「
農
村
と
し
て
の
条
里
制
」
は
、
昭
和
七
年
、
　
『
地
理
論
叢
』
第
一
輯
に

発
表
し
た
も
の
の
大
軍
分
を
収
録
す
る
が
、
当
時
、
従
来
の
歴
史
叡
に
よ
る
条

里
制
研
究
に
対
し
て
、
地
理
学
の
立
場
か
ら
試
み
た
漸
し
い
研
究
と
し
て
高
く

評
衝
さ
れ
、
以
後
の
条
里
制
研
究
に
大
な
る
影
響
を
与
え
た
細
細
的
労
作
で
あ

っ
た
。
特
に
条
翠
帳
と
村
落
の
関
係
を
論
じ
た
点
で
は
、
学
界
の
注
目
を
浴
び

た
。
そ
の
後
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
反
論
も
あ
り
、
各
地
に
お
け
る
実
証
研
究

の
成
果
が
、
必
ず
し
も
著
者
の
初
期
の
考
え
通
り
で
は
な
い
が
、
全
般
的
に
見

た
著
者
の
論
述
内
容
の
価
値
は
い
さ
さ
か
も
減
じ
て
い
な
い
。

　
た
だ
し
か
し
条
里
制
を
大
陸
の
薩
輸
入
と
は
ぜ
ず
、
取
入
れ
た
の
は
農
村
計

画
の
一
型
式
と
し
て
の
条
里
制
の
組
み
立
て
の
仕
方
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、

組
み
立
て
方
と
い
う
も
の
自
体
が
、
こ
こ
で
は
重
大
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
　
「
わ
が
国
で
は
、
た
と
え
太
古
以
来
火
陸
の
技
術
の
輸
入
に
よ

り
、
し
か
も
溝
渠
と
畦
畔
の
設
置
を
主
要
事
業
ど
す
る
水
田
の
開
発
に
際
し
て

は
、
す
こ
ぶ
る
粁
陪
に
似
た
地
割
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
然
的

な
ら
び
に
社
会
的
条
件
の
差
異
に
も
と
ず
き
、
わ
が
国
に
固
有
な
る
も
の
が
こ

の
聞
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
と
み
る
を
至
当
と
す
る
。
条
里
制
が
肝
階
法
と
は

災
な
る
農
村
計
画
の
一
型
式
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
組
み
立
て
の
基
礎
と
な
る

べ
き
、
固
有
な
る
内
容
の
発
展
を
考
え
ず
に
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
い
っ
て
は
い
ら
れ
る
が
、
し
か
し
大
陸
の
技
術
輸
入
に
よ
り
、
条
塁
制
以
前
に

肝
陪
に
似
た
地
割
形
成
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
す
で
に
何
ら
か
の
組
み
立
て
方

が
輸
入
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
し
、
わ
が
国
固
有
の
も
の
が
こ
の
間
に
発
展
し

つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
の
は
何
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
的
な

表
現
で
な
く
、
条
里
制
以
前
に
輸
入
さ
れ
た
型
式
が
降
附
法
地
割
で
あ
り
、
そ

れ
は
農
村
開
拓
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
大
化
改
新
前
後
に
輸
入
さ
れ
た

型
式
が
、
大
陛
の
組
み
立
て
方
式
に
な
ら
っ
た
条
里
地
割
で
あ
レ
、
農
村
計
画

で
あ
る
と
、
明
白
に
二
つ
に
分
け
て
取
扱
う
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う

か
。　

第
二
節
「
条
里
制
村
落
の
成
立
過
程
」
で
は
、
史
料
と
実
地
踏
査
に
基
き
、

郡
郷
制
の
三
〇
戸
一
里
、
五
〇
戸
一
里
の
解
明
が
、
条
里
地
割
に
お
け
る
比
定

で
翼
昧
深
く
考
証
さ
れ
て
い
る
。

　
第
五
章
は
古
代
に
お
け
る
日
本
の
都
甫
を
取
上
げ
、
圏
府
の
研
究
が
そ
の
野

心
を
な
し
て
い
る
。
国
府
に
関
す
る
研
究
は
、
従
来
文
献
史
料
の
乏
し
い
た
め
、
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お
く
れ
て
い
た
が
、
周
辺
条
里
の
復
原
に
基
く
地
割
検
討
が
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
著
春
の
方
法
は
、
歴
史
地
理
的
な
集
落
研
究
と
し
て
極
め
て
優
れ
た
も
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
著
者
は
国
府
と
条
里
と
の
関
係
に
つ
い
て
何
ら
か
の
原
則
を

求
め
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
ば
面
積
の
広
大
さ
の
故
に
蓋
然
的
予
察
に
す
ぎ
な

い
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
歴
史
地
理
学
が
一
つ
一
つ
の
国
府
に
つ
い
て

試
み
を
し
て
始
め
て
そ
の
上
に
精
密
な
研
究
が
集
約
豹
に
行
い
得
る
の
で
あ
る

か
ら
、
予
察
と
い
っ
て
も
基
礎
と
し
て
の
価
値
は
短
い
も
の
が
あ
る
。

　
た
だ
一
、
二
選
に
な
る
点
が
な
い
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
国
府
条
坊
線
と
付

近
条
塁
線
の
方
向
の
延
長
が
一
致
す
る
場
合
、
そ
れ
は
条
里
線
の
適
当
な
交
合

点
を
基
準
と
し
て
国
府
位
置
を
定
め
、
こ
れ
を
取
囲
む
条
坊
地
割
を
篤
し
て
府

中
と
な
し
た
と
す
る
著
者
の
原
則
は
、
地
割
形
態
の
上
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
し

て
も
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
、
無
臨
薬
毒
に
把
え
た
一
つ
の
仮
説
で
あ
っ
て
、

園
府
が
条
里
地
割
の
上
に
、
お
く
れ
て
成
立
し
た
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の

逆
の
場
合
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
こ
之
が
周
辺
条
里
方
向
の
延
長
線
と
一

致
せ
ぬ
条
坊
に
つ
い
て
も
い
え
る
と
思
う
。
　
「
こ
の
種
の
国
府
は
条
里
の
施
行

に
先
立
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
か
と
思
う
襯
と
い
わ
れ
る
が
そ
の
根
拠
が
明
ら
か

で
な
い
。

　
第
六
章
、
中
世
に
お
け
る
日
本
の
集
落
は
、
地
理
凶
慣
性
で
あ
る
集
落
位
綴

と
耕
地
地
割
の
永
続
性
を
前
提
と
し
、
マ
イ
ツ
ェ
ン
の
手
続
に
準
じ
、
古
文
書
、

古
地
図
を
手
掛
に
現
在
の
大
縮
尺
の
地
図
と
現
地
踏
査
を
通
し
て
、
主
と
し
て

中
世
の
庄
園
と
そ
の
集
落
の
復
原
お
よ
び
解
明
を
行
っ
て
い
ら
れ
る
。
庄
園
集

落
は
、
こ
れ
を
発
生
期
、
成
熟
期
、
崩
壊
期
に
分
け
、
社
会
的
、
経
済
的
な
歴

史
過
程
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
変
化
を
な
し
た
か
を
説
開
す
る
。
多
く

の
從
来
の
研
究
成
果
を
引
用
し
、
計
画
的
集
居
か
ら
建
暦
へ
、
散
居
か
ら
再
び

有
核
的
下
居
え
と
、
そ
の
推
移
を
極
め
て
論
理
的
に
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
地
理

学
上
、
散
居
、
集
解
の
成
因
が
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
著
者

の
研
究
は
、
そ
の
面
に
対
し
て
大
な
る
貫
献
を
し
て
い
る
。
特
に
第
二
節
、
若

狭
小
浜
平
野
の
歴
史
地
理
、
第
三
節
、
尾
張
圏
番
田
庄
の
二
論
文
は
、
い
つ
れ

も
原
史
料
と
現
地
踏
査
に
基
く
研
究
で
あ
る
だ
け
に
貴
重
で
あ
る
。

　
後
編
、
中
国
の
集
落
は
、
著
者
も
こ
と
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
未
完
成
の
部

分
で
あ
る
。
し
か
し
未
完
成
と
い
っ
て
も
、
申
国
の
如
き
広
大
な
地
域
を
対
象

と
し
た
漢
民
族
の
集
落
の
歴
史
的
展
開
と
地
理
的
分
布
、
そ
の
集
落
類
型
の
完

全
な
る
究
明
は
、
元
来
極
め
て
困
難
な
仕
事
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
を
考
え
る

と
幾
段
階
か
に
区
切
ら
れ
た
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
縦
割
り
に
、
歴

史
的
展
開
に
従
っ
て
区
分
さ
れ
た
歴
史
地
理
で
あ
っ
て
よ
く
、
ま
た
横
割
り
に

し
て
地
理
的
分
布
を
中
心
と
し
た
地
域
区
分
の
研
究
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
幾
段
階
か
に
区
切
ら
れ
た
研
究
の
旨
み
璽
ね
が
開
姶
さ
れ

る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
や
は
り
中
編
全
体
の
一
応
の
概
観
は
確
か

に
必
要
で
あ
る
。
こ
の
目
的
に
適
う
の
が
第
七
章
、
中
国
の
村
落
、
第
八
章
、

中
国
の
都
市
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
決
し
て
未
完
成
で
は
な
く
、
一
つ

の
立
派
な
使
命
を
は
た
す
完
成
品
で
も
あ
る
。

　
第
七
章
、
中
国
の
村
落
は
、
華
競
中
原
の
展
開
、
江
南
の
開
発
、
河
北
の
集

村
と
江
南
の
散
村
、
懸
盤
青
雲
の
屯
墾
、
の
四
節
か
ら
成
る
。
こ
れ
ら
の
瓦
硯

究
は
、
い
つ
れ
も
戦
箭
の
稿
に
成
る
も
の
が
大
郷
分
を
占
め
る
せ
い
か
、
一
般

に
政
治
地
理
学
的
な
内
容
が
伴
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
中
国
と
い
う
大
地

域
を
取
扱
う
た
め
に
は
止
む
を
得
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
社
会
経
済
史
的
考
察
と

と
も
に
集
落
研
究
の
手
描
と
し
て
必
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
八
章
、
中
国
の
都
市
で
は
、
南
京
と
和
州
が
そ
の
欝
象
に
選
ば
れ
て
い
る
。
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内
容
は
そ
の
歴
史
的
展
開
の
過
程
が
中
心
で
、
著
機
の
い
う
よ
う
に
予
察
と
い

う
露
葉
が
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
び
つ
た
り
す
る
。

　
以
上
が
「
東
亜
の
集
落
」
の
内
容
で
あ
る
が
、
金
鋸
を
通
し
て
、
論
述
の
明

確
さ
は
比
類
が
な
い
。
読
み
か
え
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
個
所
は
、
い
つ
れ
の
章
節
に

も
一
ケ
所
も
見
出
せ
な
い
。
著
者
の
頭
脳
の
明
哲
さ
に
敬
服
す
る
ば
か
り
で
あ

る
。
写
真
、
図
版
も
豊
か
で
あ
り
、
本
交
の
中
の
引
用
交
献
と
、
章
末
の
引
用

文
献
の
明
示
は
、
読
者
の
便
を
図
っ
て
、
巧
み
に
区
署
さ
れ
て
い
て
、
極
め
て

読
み
易
す
く
、
か
つ
全
体
を
把
握
す
る
に
好
都
合
で
あ
る
。

　
明
治
・
大
正
の
先
学
の
研
究
を
十
分
に
受
継
が
れ
、
し
か
も
新
し
い
独
創
酌

な
歴
史
地
理
学
の
分
野
を
開
か
れ
た
著
者
の
研
究
は
、
一
年
有
余
の
イ
ン
ド
の

研
究
を
加
え
て
い
よ
い
よ
発
展
さ
れ
る
こ
と
を
御
期
待
申
し
た
い
。

　
後
墾
で
あ
り
、
弟
子
で
あ
る
私
が
、
ま
こ
と
に
失
礼
な
評
を
各
彫
に
加
え
て

来
た
こ
と
も
著
春
に
対
し
深
く
お
詑
び
申
し
た
い
。
と
と
も
に
本
文
の
一
章
一

節
が
今
も
泓
の
最
大
の
指
針
で
あ
り
、
著
者
の
亜
流
の
一
員
で
あ
る
自
覚
に
立

っ
て
、
正
統
を
仰
い
で
い
る
次
第
で
あ
る
。
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