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に
合
わ
せ
て
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。
二
五
周
年
を
記

念
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
の
た
び
の
年
史
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
日
文
研
の
役
割
を
し
っ
か
り
と
再

考
し
、
さ
ら
な
る
飛
躍
に
挑
戦
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

今
後
も
心
温
か
い
ご
助
言
、
ご
支
援
を
賜
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
）

二
五
年
史
座
談
会
を
企
画
し
て

瀧　

井　

一　

博

日
文
研
は
本
年
二
〇
一
二
年
に
創
立
二
五
周
年
を
迎
え
た
が
、
そ
れ
を
記
念
し
て
資
料
編
と
物
語
編
の
二
冊

の
年
史
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
編
纂
室
長
を
拝
命
し
た
私
は
、
こ
れ
を
機
に
所
員
全
員
が
参
加
し

て
二
五
年
を
振
り
返
り
今
後
の
展
望
を
語
り
合
う
座
談
会
を
開
催
し
て
は
ど
う
か
と
考
え
提
案
し
た
と
こ
ろ
、

編
纂
室
や
所
員
会
で
賛
同
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
昨
年
の
二
月
か
ら
五
月
ま
で
の
毎
月
一
回
の
ペ
ー
ス
で
会
が

催
さ
れ
た
。

こ
の
企
画
を
立
て
た
理
由
と
し
て
、
私
が
木
曜
セ
ミ
ナ
ー
の
幹
事
も
兼
ね
て
い
た
た
め
、
こ
れ
が
実
現
し
た

ら
そ
の
分
、
木
セ
ミ
の
配
役
に
頭
を
悩
ま
す
必
要
が
な
く
な
る
と
い
う
邪
な
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ず
正
直

に
告
白
し
て
お
こ
う
。
だ
が
、
動
機
に
多
少
の
不
純
さ
は
あ
っ
て
も
、
蓋
を
開
け
て
み
れ
ば
こ
の
企
画
は
好
評
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だ
っ
た
（
と
信
じ
た
い
）
し
、
ま
た
二
五
年
史
編
纂
事
業
の
そ
も
そ
も
の
趣
旨
に
も
叶
っ
て
い
た
も
の
と
確
信

し
て
い
る
。

「
そ
も
そ
も
の
趣
旨
」
と
は
、
私
の
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
こ
の
年
史
編
纂
が
単
な
る
顕
彰
事
業
な
の
で
は

な
く
、
新
旧
の
世
代
交
代
を
迎
え
る
こ
れ
か
ら
数
年
間
の
な
か
で
、
日
文
研
と
い
う
組
織
の
来
し
方
と
い
う
遺

産
を
共
有
し
、
今
後
の
行
く
末
と
い
う
将
来
構
想
を
各
人
が
熟
慮
す
る
契
機
と
な
る
べ
き
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
計
四
回
の
会
で
は
、
創
設
の
経
緯
、
共
同
研
究
、
海
外
交
流
、
収
集
資
料
と
い
う

テ
ー
マ
で
六
、七
名
の
ス
タ
ッ
フ
を
集
め
て
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
日
文
研
の
過
去
・
現
在
・
未
来
が
語
り
合
わ
れ

た
。
各
回
に
は
草
創
期
か
ら
の
メ
ン
バ
ー
と
中
堅
若
手
と
を
ブ
レ
ン
ド
す
る
こ
と
に
腐
心
し
た
が
、
そ
れ
は
上

記
の
よ
う
な
成
立
経
緯
に
鑑
み
て
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

か
の
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
師
で
あ
る
古
代
ロ
ー
マ
史
家
テ
オ
ド
ー
ル
・
モ
ム
ゼ
ン
と
教
授
資
格
請

求
論
文
の
公
開
審
査
で
激
論
を
交
わ
し
た
が
、
そ
の
後
モ
ム
ゼ
ン
は
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
た
同
僚
た
ち
に

向
っ
て
、「
私
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
氏
と
の
議
論
を
通
じ
て
決
し
て
説
得
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
自
説
を

修
正
す
る
必
要
を
認
め
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
斯
学
が
彼
を
中
心
と
し
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と

は
認
め
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
向
か
い
、「
若
者
よ
、
こ
の
槍
を
私
に
代
っ
て
担
え
。
こ
れ
は

私
に
は
も
う
重
す
ぎ
る
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
そ
の
逸
話
を
思
い
起
こ
し
、
内
心
ど
こ
か
で
そ
れ
に
匹
敵
す
る

よ
う
な
新
旧
両
世
代
の
激
突
が
生
じ
、
日
文
研
の
新
た
な
歴
史
へ
の
ビ
ッ
グ
バ
ン
が
起
こ
ら
な
い
か
と
期
待
も

し
た
。
そ
こ
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
ジ
ャ
ブ
の
打
ち
合
い
や
見
解
の
相
違
の
ス
パ
ー

ク
が
発
せ
ら
れ
る
瞬
間
は
あ
り
、
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
掲
載
さ
れ
る
全
記
録
の
な
か
に
推
し
量
っ
て
い
た
だ
き
た

い
。も

っ
と
も
、
総
じ
て
新
世
代
は
、
世
継
物
語
を
聞
く
か
の
よ
う
に
お
行
儀
よ
く
耳
傾
け
た
と
い
う
の
が
、
実
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情
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
日
文
研
の
歴
史
を
学
ぼ
う
と
い
う
虚
心
坦
懐
な
勉
強
心
の
表
れ
か
、
あ
る
い
は
諸
先

輩
方
の
存
在
が
か
く
も
圧
倒
的
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
は
た
ま
た
単
な
る
白
け
か
そ
れ
と
も
今
は
ま
だ
爪
を
隠

し
て
い
る
だ
け
な
の
か
。
そ
の
答
え
は
こ
こ
数
年
の
う
ち
に
出
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
が
待
ち
遠
し
く
も
あ
り
、

ま
た
空
恐
ろ
し
く
も
あ
る
。

 

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）


