
　
「
国
が
大
き
く
変
わ
る
の
を
じ
っ
と
期
待
す
る

の
で
は
な
く
、
小
さ
く
て
も
い
い
か
ら
『
く
に
』

を
変
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
」
が
、
本
書
の
発

想
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
く
に
」
と
は
、「
共
有

す
る
風
景
を
実
感
出
来
る
空
間
」
を
基
本
単
位
と

し
て
い
る
。
即
ち
生
活
を
営
む
最
小
の
集
落
単
位

を
さ
し
て
い
る
。

　

そ
し
て「
生
き
生
き
し
た『
く
に
』が

存
在
せ
ず
し
て
、そ
の
延
長
上
に
成
り

立
つ『
国
』が
、ど
う
し
て
堅
牢
で
あ
り

え
よ
う
」と
問
い
、「『
大
き
く
変
わ
る
』

か
ら『
小
さ
く
変
え
る
』へ
の
転
換
で
、

こ
の『
く
に
』お
こ
し
が
、や
れ
ば
で
き

る
こ
と
を
実
例
で
も
っ
て
す
る
」と
し
て
い
る
。

　

智
頭
町
は
、
鳥
取
県
の
東
部
に
位
置
し
た
扇
状

地
で
あ
る
。
人
口
一
万
人
、
高
齢
化
率
二
四
％
で
、

昔
か
ら
杉
の
名
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
伝
統
と
格

調
の
あ
る
ま
ち
で
あ
る
。
農
業
よ
り
も
林
業
の
ウ

エ
イ
ト
が
高
く
、
山
陰
地
方
で
も
屈
指
の
林
業
地

域
で
、
森
林
組
合
が
む
し
ろ
農
協
よ
り
も
元
気
が

あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
地
区
で
、
農
林
中
金
の
林

業
融
資
も
一
九
六
〇
年
代
以
降
大
変
活
用
さ
れ
て

い
る
。
当
町
も
過
疎
地
域
指
定
地
区
で
あ
る
。
一

般
に
こ
う
し
た
地
域
で
は
、
過
疎
予
算
で
、「
見
か

け
上
は
、
立
派
な
施
設
が
建
ち
並
ぶ
が
、
建
て
た

後
は
お
荷
物
に
な
る
ハ
コ
物
が
多
い
」。
そ
し
て

「
各
地
を
金
太
郎
飴
に
変
え
て
し
ま
う
」。
が
、
当

町
は
こ
う
し
た
「
惰
性
的
な
過
疎
」
を
否
定
す
る
。

過
疎
の
中
で
く
ら
し
を
活
性
化
す
る
基
本
、
ド
ッ

コ
イ
生
き
て
い
る
よ
、
と
言
う
事
例
を
本
書
は
見

せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
Ｍ
Ｔ
コ
ン
ビ

（
前
橋
、
寺
谷
両
氏
）
と
行
動
を
共
に
す
る
人
達
が

集
ま
っ
て
八
八
年
に
は
約
三
〇
人
の
智
頭
活
性
化

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
集
団
が
出
来
、
そ
し
て
各
集
落
単

位
の
振
興
計
画
が
実
践
さ
れ
て
行
っ
た
。
例
え
ば
、

八
八
年
の
八
河
谷
集
落
は
ロ
グ
ハ
ウ
ス
群
「
杉
の

木
村
」
が
開
発
さ
れ
年
間
一
万
五
千
人
の
来
訪
者

を
見
て
い
る
。
そ
し
て
九
七
年
度
に
は
市
ノ
瀬
な

ど
七
集
落
が
、
九
八
年
度
は
二
集
落
、
九
九
年
度

は
一
集
落
、
二
〇
〇
〇
年
度
は
四
集
落
が
、「
ゼ
ロ

分
の
一
村
お
こ
し
運
動
」
を
立
ち
上
げ
た
。

　

私
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
一
番
気
に
な
る
の
は
協

同
組
合
運
動
の
原
点
と
な
る
農
協
な
り
森
組
の
役

割
で
あ
る
が
、本
書
か
ら
は
浮
き
彫
り
に
は
さ
れ
ず
、

ま
た
各
部
落
で
立
ち
上
げ
た
実
情
の
詳
細
に
つ
い
て

も
紙
数
の
制
約
か
ら
か
、多
く
を
さ
か
れ
て
い
な
い
。

残
念
で
あ
る
。
こ
の
本
で
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の

は
、「
く
に
」
お
こ
し
は
運
動
で
あ
り
、
意
識
の
改
革

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
伝
統
あ
る
智
頭
町

の
歴
史
・
文
化
を
大
切
に
し
た「
く
に
」づ
く
り
で
あ

る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
今
の
国
の
政

治
課
題
で
あ
る
構
造
改
革
へ
、
地
域
で
の
一
歩
と
し

て
、先
鞭
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

か
つ
て
守
田
志
郎
は
そ
の
著
（「
日
本
の
村
」
朝
日

新
聞
社
、
七
三
年
）
に
お
い
て
、「
小
さ
さ
と
い
う
本

性
を
け
っ
し
て
崩
そ
う
と
し
な
い
部
落
の
命
脈
の
長

さ
を
知
る
時
、
同
時
に
我
が
住
む
あ
り
か
に
比
べ
て

そ
の
重
さ
の
計
り
知
れ
な
さ
に
感
じ
入
る
の
で
あ

る
」
と
書
い
た
。都
市
が
、
農
村
を
思
う
こ
と
の
意
味

を
こ
の
地
域
主
義
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
調
和

の
取
れ
た
社
会
構
造
の
到
来
こ
そ
期
待
さ
れ
て
い
る
。

市
場
経
済
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
万
能
と

い
っ
た
昨
今
の
社
会
状
況
だ
が
、
生
き

方
も
ま
た
そ
こ
ま
で
問
わ
れ
て
き
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
れ
に
し
て

も
こ
の
智
頭
町
の
元
気
さ
の
源
を
確
か

め
て
お
く
こ
と
は
大
切
な
こ
と
。
あ
き

ら
め
ず
に
気
づ
い
た
と
こ
ろ
か
ら
「
く
に
」
づ
く

り
は
、
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
の
だ
。

　

地
域
主
義
が
言
わ
れ
て
久
し
い
が
、
社
会
や
経

済
の
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
運
営
状
況
を
我
々
地
域
の

住
民
が
、
よ
く
み
て
考
え
参
加
し
て
行
く
方
向
を

取
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。
人
任
せ
で
は
取

り
返
し
の
つ
か
な
い
時
代
に
な
っ
て
し
ま
う
。
既

に
そ
の
現
象
も
出
始
め
て
い
る
。
我
が
系
統
組
織

に
と
っ
て
も
、
原
点
を
見
直
す
意
味
で
本
書
は
示

唆
す
る
と
こ
ろ
の
多
い
本
で
あ
る
。

（
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
、
六
八
頁
、
四
六
二
円
）

（
真
田
忠
雄
）

―  ９  ―

『
地
域
か
ら
の
挑
戦

鳥
取
県
・
智
頭
町
の「
く
に
」お
こ
し
』

岡
田
憲
夫
・
杉
万
俊
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　

著
（
岩
波
書
店
）

平
塚
伸
治
・
河
原
利
和　
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