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こ
の
広
大
な
世
界
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
わ
た
し
に
は
と
う
て
い
分
か
ら
な
い 

 
 
 
 

 
 

そ
れ
で
も
生
き
て
い
れ
ば
し
ば
し
わ
ず
か
な
場
所
を
占
め
て
い
る 

 
 
 
 

 
 

そ
の
跡
に
で
き
る
空
隙
を
保
っ
て
化
石
と
す
る
た
め
に 

 
 
 
 

 
 

漏
れ
出
た
言
葉
で
埋
め
る
の
が
こ
の
雑
詠
日
記 

 
 
 
 

 
 

美
し
く
つ
よ
い
形
姿
を
求
め
て
い
る
が 

 
 
 
 

 
 

い
っ
こ
う
望
み
は
果
た
せ
な
い 

 
 
 
 

 
 

そ
れ
で
も 

 
 
 
 

 
 

気
息
を
整
え
る
役
に
は 

 
 
 
 

 
 

立
っ
て
い
る
だ
ろ
う 

 
 
 
 

 
 

も
う
し
ば
ら
く
は 

 
 
 
 

 
 

や
っ
て
み
よ
う 

 
 
 
 

 
 

あ
あ 

 
 
 
 

 
 

除
夜
の
鐘
が 

 
 
 
 

 
 

聞
こ
え
る 

 
 
 
 

 
 

静
か
に 

 
 
 
 

 
 

…
…
… 
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一
月
二
日 

 
 

 

身
心
を
初
体
操
で
再
起
動 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

目
白
が
驚
い
て
飛
び
去
っ
た) 

 

一
月
四
日 

 
 

 

元
旦
に
同
年
が
逝
く
、
戒
め
て 

 

一
月
七
日 

 
 

 

会
釈
す
る
汽
水
で
漁
を
す
る
海
鵜 

 

一
月
八
日 

 
 

 
満
ち
潮
が
見
え
ず
に
し
か
し
感
知
さ
れ
岸
辺
に
寄
せ
る
、
身
を
研
ぎ
澄
ま
せ 

 

一
月
九
日 

 
 

 

は
ぐ
れ
鵜
の
首
ひ
と
つ
だ
け
寒
の
海 

 

一
月
十
三
日 

 
 

老
男
女
「
一
日
だ
け
の
淑
女
」
観
て
心
温
か
寒
の
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

映
画
は
こ
う
い
う
お
と
ぎ
話
に
じ
つ
に
向
い
て
い
る
。
三
十
人
の
観
客
は
み
な
老
人
。 

 

一
月
十
九
日 

 
 

園
丁
の
剪
定
始
め
梅
二
輪 

 

一
月
二
十
日 

 
 

小
雪
舞
い
天
下
大
寒
荒
地
守
る 

 
 

 
 

(

日
・
米
両
政
府
の
長
、
施
政
演
説
、
大
言) 
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一
月
二
十
六
日 

 

な
ま
こ
獲
る
船
や
夕
陽
に
春
萌
す 

 
一
月
三
十
日 

 
 

「
見
え
す
い
た
嘘
宣
伝
の
連
続
」
の
時
代
は
ま
さ
に
今
の
こ
の
国 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

清
沢
洌
『
暗
黒
日
記
』
を
読
ん
で
思
う
、
米
国
の
こ
と
を
嗤
っ
て
は
お
れ
な
い
。 

 

二
月
四
日 

 
 

 

青
鷺
が
仙
化
重
ね
る
春
立
つ
日 

 
 

 
 

 
 

 
(

晴
天
波
無
し
、
彼
高
み
に
立
つ) 

 

二
月
七
日 

 
 

 

石
臼
の
水
飲
む
猫
や
、
寒
戻
る 

 
 

 
 

 
(

姫
睡
蓮
の
お
城
に
上
り
、
背
を
曲
げ
て) 

 

二
月
九
日 

 
 

 

紅
梅
に
寒
風
唸
る
夜
の
留
守
居 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

翌
朝
、
う
っ
す
ら
と
雪) 

 
 

 
 

 
 

陳
舜
臣
著
『
天
空
の
詩
人 
李
白
』
を
読
み
始
め
た
。
一
、
二
冊
エ
ッ
セ
イ
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、

そ
の
穏
や
か
な
語
り
口
に
好
感
を
も
っ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
書
物
は
自
作
の
漢
詩
も
収
録
し
て
い
る

と
知
っ
て
注
文
し
た
。
平
仄
も
知
ら
ず
に
勝
手
に
漢
字
を
並
べ
る
者
は
、
四
声
に
習
熟
し
漢
字
の
語
感

に
も
優
れ
て
い
る
人
の
現
代
漢
詩
に
学
ぶ
べ
し
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
本
の
帯
に
記
さ
れ
た
文
字
「
絶

筆
」
は
、
こ
の
註
解
エ
ッ
セ
イ
が
雑
誌
連
載
中
に
病
気
の
た
め
中
断
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
の
死
去
を
う

け
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。
執
筆
は
二
〇
〇
八
年
、
す
で
に
八
十
歳
を
超
え
た
こ
ろ
の
作
品
だ
。
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強
い
意
志
で
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
行
し
て
脳
梗
塞
か
ら
立
ち
直
っ
た
よ
う
す
を
テ
レ
ビ
で
見

て
、
教
訓
を
得
た
こ
と
を
憶
え
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

李
白
の
詩
で
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
も
の
か
ら
え
ら
ぶ
と
い
う
方
針
か
ら
、
こ
の
書
物
が
最
初
に
採

り
あ
げ
て
い
る
の
は
、
「
子
夜
呉
歌 

其
の
三(

秋)

」
―
―
長
安 

一
片
の
月
、
万
戸 

衣
を
打
つ
声
、

秋
風 

吹
い
て
尽
き
ず
、
す
べ
て
是
れ 

玉
関
の
情
、
い
ず
れ
の
日
か 

胡
虜
を
平
ら
げ
て
、
良
人 

遠
征

を
や
め
ん
―
―
で
あ
る
。
た
し
か
に
わ
た
し
も
、
こ
の
詩
に
よ
っ
て
「
き
ぬ
た
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ

た
。
そ
の
漢
字
を
『
広
辞
苑
』
で
調
べ
る
と
、
「
砧(

き
ぬ
た)

」
の
項
に
は
、
言
葉
の
意
味
の
ほ
か
に
、

も
う
一
つ
世
阿
弥
作
の
能
と
あ
っ
た
。
柔
ら
か
さ
と
つ
や
を
出
す
た
め
に
衣(

き
ぬ)

を
打
つ
手
仕
事
を

し
な
が
ら
、
遠
く
に
あ
る
良
人(

お
っ
と)

を
想
う
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
日
本
で
も
古
く
か
ら
李
白

の
こ
の
詩
の
詩
想
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
陳
舜
臣
は
、
「
子
夜
呉
歌
」
と
い

う
歌
題
の
い
わ
れ
な
ど
、
う
ん
ち
く
を
披
露
し
て
こ
の
五
言
の
古
詩
を
解
釈
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

そ
の
文
中
に
、
「
き
ぬ
た
」
は
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
夜
な
べ
仕
事
と
書
い
て
い
る
の
に
、
一
片
の

月
は
、
「
満
月
で
は
な
い
。
さ
び
し
げ
な
三
日
月
て
い
ど
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
て
、

陳
さ
ん
に
も
う
か
つ
な
こ
と
が
あ
る
と
思
っ
た
。
三
日
月
は
宵
に
現
わ
れ
、
夜
な
べ
仕
事
を
す
る
こ
ろ

に
は
も
う
見
え
な
い
。
三
日
月
が
き
ぬ
た
と
同
じ
場
面
に
あ
っ
て
は
齟
齬
を
来
す
の
で
あ
る
。
試
み
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
こ
の
句
の
解
釈
を
探
す
と
、
満
月
と
す
る
も
の
が
三
つ
も
見
つ
か
っ
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
大
河
ド
ラ
マ
的
発
想
が
こ
こ
に
も
あ
る
。
人
は
し
ば
し
ば
、
風
景
を
実
際
的
に
眺
め
る
よ
り
も
観
念
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的
に
と
ら
え
る
の
だ
。
念
の
た
め
に
愛
用
す
る
岩
波
文
庫
『
李
白
詩
選
』
を
開
く
と
、
「
満
月
・
半
月
・

三
日
月
を
問
わ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
秋
の
夜
な
べ
仕
事
は
、
通
常
、
夜
半
に
至
る
前
に
き
り
あ
げ
る

だ
ろ
う
。
零
時
以
前
に
は
、
満
月
な
ら
中
天
よ
り
も
少
し
東
側
に
見
え
、
半
月
な
ら
西
に
落
ち
か
か
り
、

三
日
月
な
ら
す
で
に
没
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
胡
虜
は
西
の
異
民
族
を
意
味
し
、
玉
関
す
な
わ
ち
玉

門
関
へ
は
、
長
安
か
ら
西
へ
向
け
て
出
発
し
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
西
方
に

外
征
し
て
い
る
良
人
を
想
う
妻
の
心
情
を
詠
う
の
だ
か
ら
、
夜
ふ
け
に
戸
外
に
見
え
て
良
人
の
い
る
西

を
意
識
さ
せ
る
半
月
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
、
典
拠
を
挙
げ
て
、
遠
く
離
れ
て
別

れ
別
れ
に
暮
ら
す
夫
婦
が
夜
空
を
見
上
げ
て
想
い
を
仮
託
で
き
る
の
は
半
月
だ
と
す
る
註
解
が
あ
っ

た
。
こ
の
心
理
は
、
半
月
が
夫
の
い
る
方
角
に
見
え
る
と
き
に
こ
そ
生
じ
る
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
 

漢
語
に
な
じ
ん
だ
陳
さ
ん
は
、
一
片
の
月
と
い
う
言
葉
が
満
月
で
は
し
っ
く
り
せ
ず
、
欠
け
た
月
で

も
繊
細
な
三
日
月
が
さ
び
し
い
心
持
を
よ
く
表
わ
す
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
詩
人
が
実
況

を
詩
に
つ
く
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
理
解
は
排
除
で
き
な
い
。
李
白
は
、
西
の
空
に

没
し
よ
う
と
す
る
三
日
月
を
見
て
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
や
城
塞
や
ら
の
連
想
に
誘
わ
れ
、
こ
の
詩
の
着
想

を
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
歴
史
の
知
識
豊
か
な
陳
さ
ん
は
、
こ
の
詩
の
詠
む
遠
征
は
南
詔
へ

だ
ろ
う
か
と
踏
み
込
む
の
で
、
そ
れ
な
ら
南
方
と
な
っ
て
満
月
で
も
お
か
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
岩

波
文
庫
の
註
解
は
そ
こ
ま
で
う
が
っ
て
い
た
の
か
し
ら
？
。
や
め
て
お
こ
う
、
こ
う
理
の
勝
ち
す
ぎ
る

語
句
の
解
釈
を
す
る
と
、
鑑
賞
の
方
が
散
漫
に
な
っ
て
し
ま
う
。
詩
を
味
わ
う
こ
と
が
肝
要
だ
。 
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陳
さ
ん
は
、
高
所
か
ら
見
下
ろ
す
の
が
李
白
の
詩
だ
と
言
う
。
ま
こ
と
に
こ
の
詩
は
、
万
戸
の
広
が

る
長
安
の
都
の
上
に
一
片
の
月
の
懸
か
か
る
天
と
地
を
提
示
す
る
。
し
か
も
そ
の
大
い
な
る
空
間
に
き

ぬ
た
の
音
を
響
か
せ
て
、
留
守
宅
の
妻
が
遠
く
征
旅
に
あ
る
良
人
を
気
づ
か
う
情
景
と
し
て
描
き
、
李

白
に
し
て
は
濃
や
か
な
心
情
に
満
ち
て
い
る
。
多
く
の
読
者
を
し
み
じ
み
と
感
じ
さ
せ
た
こ
と
が
納
得

で
き
る
。
陳
さ
ん
は
、
春
夏
秋
冬
を
詠
む
「
子
夜
呉
歌
」
の
う
ち
こ
の
秋
の
詩
だ
け
が
『
唐
詩
選
』
に

採
用
さ
れ
た
の
だ
と
指
摘
し
て
、
中
国
で
こ
の
詩
が
好
ま
れ
た
こ
と
を
教
え
る
。
わ
た
し
は
、
ふ
と
蕪

村
の
俳
句
や
俳
画
の
情
景
に
似
て
い
る
と
感
じ
、
こ
の
好
み
は
日
本
で
も
同
じ
だ
と
思
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

続
け
て
、
「
子
夜
呉
歌 

其
の
四(

冬)

」
が
註
解
さ
れ
る
。
こ
の
詩
も
、
留
守
宅
に
あ
っ
て
（
た
ぶ

ん
）
妻
が
夫
を
気
づ
か
う
情
景
を
詠
う
。
や
は
り
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
か
な
た
に
い
る
人
を
想
う
。
伝
送

の
駅
使
に
間
に
あ
う
よ
う
に
一
晩
で
（
軍
装
を
温
か
に
す
る
）
綿
入
れ
を
作
る
け
れ
ど
、
届
く
の
に
幾

日
か
か
る
こ
と
や
ら
、
と
。
描
写
は
具
体
的
で
、
針
を
通
し
は
さ
み
を
も
つ
冷
た
い
手
を
読
み
こ
ん
で
、

裁
縫
の
よ
う
す
を
細
や
か
に
示
す
。
其
の
三(

秋)

と
其
の
四(

冬)

は
連
関
し
て
、
秋
の
詩
が
ほ
の
か
な

月
光
の
下
の
広
大
な
眺
望
を
描
く
の
に
対
し
、
視
線
を
万
戸
の
家
々
の
方
に
降
ろ
し
て
い
く
と
、
冬
の

詩
が
そ
の
一
つ
の
家
で
灯
り
を
た
よ
り
に
手
仕
事
を
す
る
女
性
を
描
く
。
二
つ
の
詩
は
、
眼
を
閉
じ
れ

ば
脳
裏
で
、
光
と
影
で
深
い
情
緒
を
か
も
し
だ
す
一
対
の
情
景
画
と
肖
像
画
に
化
す
。 

 
 

 
 

 
 

さ
て
、
「
子
夜
呉
歌
」
は
子
夜
と
い
う
女
性
が
つ
く
っ
た
呉
の
曲
に
由
来
す
る
ら
し
い
。
女
性
を
主

役
と
す
る
古
い
歌
の
変
奏
曲
を
編
む
の
に
、
李
白
は
、
其
の
三
と
其
の
四
で
同
時
代
の
長
安
の
実
生
活
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へ
と
視
線
を
移
し
て
転
調
さ
せ
る
前
に
、
其
の
一(

春)

と
其
の
二(

夏)

で
は
古
歌
の
場
景
を
そ
の
ま
ま

借
用
し
て
明
る
い
調
子
で
始
め
る
。
其
の
一
で
は
桑
の
葉
を
採
る
美
し
い
女
性
が
権
勢
あ
る
長
官
を
拒

絶
す
る
場
面
、
其
の
二
で
は
だ
れ
も
が
知
る
美
女
西
施
が
蓮
を
採
る
場
面
。
二
つ
は
華
や
か
な
一
対
の

屏
風
絵
を
な
す
。
春
の
詩
は
、
陳
さ
ん
指
摘
の
と
お
り
、
緑
水
・
青
條
・
白
日
と
色
彩
を
表
わ
す
語
を

連
ね
「
鮮
」
と
い
う
文
字
ま
で
添
え
る
。
冬
の
詩
で
は
冷
た
さ
で
温
か
い
心
を
表
わ
す
「
素
手
」
が
、

こ
こ
で
は
「
紅
粧
」
と
あ
い
ま
っ
て
色
彩
に
加
え
な
ま
め
か
し
さ
ま
で
表
現
す
る
。
春
の
桑
畑
に
立
つ

彩
色
美
人
図
で
あ
る
。
夏
の
詩
は
、
も
う
暑
く
な
る
陰
暦
五
月
の
湖
を
李
白
一
流
の
や
り
方
で
三
百
里

の
鏡
湖
と
表
現
し
て
お
い
て
、
前
景
の
舟
の
中
に
蓮
の
蕾
が
花
開
く
の
を
見
る
美
女
を
描
く
。
こ
ち
ら

は
ま
ば
ゆ
い
風
景
画
。
そ
の
姿
を
見
よ
う
と
人
の
集
ま
る
の
を
詠
う
の
だ
が
、
人
口
に
膾
炙
し
す
ぎ
て

さ
す
が
の
李
白
も
そ
れ
以
上
ほ
め
た
た
え
る
の
に
困
っ
て
い
る
よ
う
す
。
西
施
は
、
月
の
出
を
待
た
ず

に
舟
を
め
ぐ
ら
せ
て
越
王
の
家
に
帰
っ
て
し
ま
う
。
で
も
わ
た
し
は
、
中
秋
の
名
月
の
日
に
越
の
故
地

紹
興
を
訪
れ
て
、
東
湖
に
遊
び
、
越
王
殿
に
逍
遥
し
、
満
月
の
下
、
池
の
向
こ
う
の
舞
台
で
演
じ
ら
れ

た(

南
宋
の)

知
的
な
女
性
唐
琬
の
物
語
を
観
た
こ
と
を
想
い
出
し
て
、
こ
の
詩
に
不
平
は
言
わ
な
い
。 

  
 

 
 

 
 

一
片
の
駄
句
を
得
た
だ
け
な
の
に
、
李
白
を
註
解
し
た
書
物
を
読
ん
だ
こ
と
に
触
発
さ
れ
て
、
本
来

雑
詠
を
記
す
べ
き
こ
の
日
記
に
長
々
と
贅
言
を
連
ね
て
し
ま
っ
た
。
今
は
も
う
、
ち
ら
ほ
ら
と
梅
の
花

が
咲
き
だ
し
て
い
る
。
も
う
す
ぐ
、
夜
に
は
、
猫
の
声
を
聞
く
季
節
に
な
る
だ
ろ
う
。 
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二
月
十
五
日 

 
 

モ
グ
ラ
逐
う
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
風
車
焚
火
の
風
に
い
ぶ
ら
れ
回
る 

  
 

 
 

 
 

 
 

火
突
き
棒
杖
に
園
丁
火
を
守
る 

  
 

 
 

 
 

 
 

無
残
や
な
王
の
異
母
兄
殺
さ
れ
る 

 
 
 

(

王
家
の
男
子
に
生
ま
れ
る
の
は
今
も
危
険) 

  
 

 
 

 
 

世
の
動
き
は
止
む
こ
と
が
な
い
。
東
芝
は
、
先
年
バ
バ
を
引
か
さ
れ
て
米
国
の
原
子
力
企
業
を
買
い

取
っ
た
が
、
そ
こ
が
赤
字
を
生
産
す
る
の
を
隠
し
切
れ
な
く
な
っ
て
、
つ
い
に
債
務
超
過
に
陥
っ
た
こ

と
を
発
表
し
た
。
主
要
な
稼
ぎ
部
門
の
半
導
体
事
業
を
手
放
す
と
い
う
。
東
京
株
式
市
場
の
第
一
部
か

ら
第
二
部
に
格
下
げ
に
な
り
そ
う
だ
。
二
〇
一
一
年
に
津
波
以
上
に
原
子
力
発
電
所
の
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン

が
日
本
の
実
態
を
あ
ら
わ
に
し
た
の
だ
け
れ
ど
、
世
界
の
趨
勢
に
鈍
感
な
こ
の
国
の
原
子
力
事
業
に
対

す
る
前
の
め
り
の
姿
勢
が
、
こ
れ
ら
の
災
厄
を
も
た
ら
し
た
の
だ
。
こ
の
災
厄
は
重
大
な
危
機
の
う
ち

の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
報
じ
ら
れ
る
い
く
つ
も
の
製
造
大
企
業
の
不
振
が
問
題
の
広
が
り
を
教
え
る
。

産
業
だ
け
で
な
く
政
治
を
は
じ
め
こ
の
国
の
制
度
の
大
半
が
、
疲
労
骨
折
の
症
状
を
示
し
て
い
る
。
杖

に
す
が
っ
て
立
つ
園
丁
の
足
元
は
、
腰
の
痛
み
の
せ
い
ば
か
り
で
な
く
、
揺
ら
い
で
い
る
。 

 

二
月
十
七
日 

 
 

峻
厳
な
大
地
を
尋
ね
行
く
「
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ
」
、
生
と
は
何
か
問
い
か
け
る
者 

(

映
画) 
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二
月
二
十
一
日 

 

『
天
空
の
詩
人 

李
白
』
を
読
み
終
わ
る
窓
に
は
都
市
の
空
と
白
雲 

(

高
楼
喫
茶
室) 

  
 

 
 

 
 

 
 

ま
ど
ろ
ん
だ
眼
の
下
の
海
峡
は
船
が
行
き
交
う
う
ら
ら
か
な
春 

  
 

 
 

 
 

 
 

漁
り
舟
長
門
二
見
の
春
凪
の
陽
に
照
る
海
の
光
に
溶
け
る 

 

二
月
二
十
八
日 

 
鉄
道
の
下
抜
け
藪
の
椿
折
る 

 

三
月
一
日 

 
 

 

極
小
の
波
立
て
シ
ラ
ス
進
む
海 

 

三
月
二
日 

 
 

 

春
雷
に
目
覚
め
て
今
日
を
思
案
す
る 

 

三
月
四
日 

 
 

 

桜
の
花
活
け
て
に
ぎ
わ
う
カ
ン
ト
像 

 
 

 
(

写
真
の
像
の
下
、
蝸
牛
の
花
器
に
桜
桃) 

 

三
月
十
二
日 

 
 

血
族
が
木
魚
斉
奏
す
る
春
日 

 
 

 
 

(

創
立
三
百
年
の
念
仏
場
、
末
裔
の
年
忌
法
要) 

 

三
月
十
七
日 

 
 

陽
に
光
る
辛
夷
の
下
を
進
む
棺 
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三
月
二
十
一
日 

 

書
に
誘
う
静
雨
に
あ
せ
び
白
さ
増
す 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

『
荀
子
』
勧
学
篇
、
吾
か
つ
て
終
日
思
う
も
，
須
臾
の
学
ぶ
所
に
し
か
ざ
る
な
り
。 

 

三
月
二
十
三
日 

 

流
血
の
テ
ロ
ル
見
つ
め
る
ビ
ッ
グ
・
ベ
ン
時
を
刻
ん
で
良
識
を
俟
つ 

 
 
 
 

 
 

ロ
ン
ド
ン
で
テ
ロ
、
死
者
四
人
負
傷
者
数
十
人
。
英
国
首
相
は
、
死
傷
者
を
悼
み
、
最
も
古
い
そ
の

国
会
に
言
及
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
価
値
の
擁
護
を
訴
え
、
開
会
中
の
議
会
は
明
日
も
審
議
を
続
け
、

国
民
は
諸
活
動
を
続
け
よ
う
と
呼
び
か
け
た
。
格
調
高
い
声
明
が
、
歴
史
の
転
変
を
学
習
し
た
英
国
人

の
強
靭
さ
を
は
し
な
く
も
示
す
。
緊
急
の
際
に
、
日
本
に
住
む
わ
た
し
は
こ
れ
ほ
ど
見
識
あ
る
文
章
を

書
け
る
か
。
言
葉
を
鍛
え
る
こ
と
の
大
切
さ
を
知
る
。 

 

三
月
二
十
九
日 

 

鶯
の
声
で
か
す
ん
だ
海
見
る
湯 

 

四
月
二
日 

 
 

 

桃
を
打
つ
霰
は
時
代
錯
誤
す
る 

 

四
月
八
日 

 
 

 

霧
籠
め
る
桜
樹
林
で
茶
を
喫
す 
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四
月
十
二
日 

 
 

選
挙
カ
ー
尻
目
に
蝶
と
声
交
わ
す 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

荒
れ
畑
に
除
草
剤
撒
布) 

 
四
月
十
三
日 

 
 

拙
な
れ
ば
ま
た
鶯
と
歌
う
日
々 

 

四
月
十
四
日 

 
 

海
棠
に
銀
波
照
り
映
え
祝
う
朝
こ
の
幸
い
の
時
永
ら
え
よ 

 

四
月
十
五
日 

 
 

鵜
が
一
羽
家
路
を
め
ざ
す
春
の
空
や
わ
ら
か
に
暮
れ
虹
消
え
果
て
る 

 

四
月
十
六
日 

 
 

沖
ノ
島
見
晴
ら
す
奇
し
き
山
の
寺
茶
を
ふ
る
ま
わ
れ
由
緒
拝
聴 

  
 

 
 

 
 

 
 

昔
か
ら
御
岳
参
り
を
も
て
な
し
た
里
の
茶
店
で
そ
ば
と
こ
ん
に
ゃ
く 

 

四
月
二
十
一
日 
 

旗
立
て
て
太
鼓
を
打
っ
て
列
な
し
て
漁
船
が
巡
る
海
に
幸
あ
れ 

 

四
月
二
十
五
日 

 

大
和
バ
ラ
今
日
は
陽
光
仰
ぎ
見
て
純
白
磨
き
白
日
を
祝
ぐ 

  
 

 
 

 
 

 
 

生
り
物
を
支
え
て
も
ら
う
女
竹
採
る
老
夫
を
囃
し
ホ
ト
ト
ギ
ス
鳴
く 
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四
月
二
十
七
日 

 

家
計
の
た
め
腎
臓
売
っ
た
十
七
歳
そ
の
肉
声
が
西
か
ら
届
く 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

騒
乱
の
西
ア
ジ
ア
、
難
民
の
苦
境
。
こ
れ
は
わ
た
し
の
同
時
代
に
起
き
て
い
る
こ
と
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

極
東
で
は
戦
争
の
危
機
を
演
習
中
、
こ
の
国
も
同
盟
国
の
あ
ら
ゆ
る
方
策
を
承
認
し
。 

 

五
月
六
日 

 
 

 

頬
張
っ
て
頬
笑
む
口
に
サ
ク
ラ
ン
ボ 

 

五
月
十
七
日 

 
 

春
熟
れ
て
満
ち
足
り
て
在
る
山
と
海 

 
 

 
 

 
 

 
 

キ
ャ
ベ
ツ
入
れ
孫
に
贈
っ
た
玉
手
箱
変
化

へ

ん

げ

を
為
し
て
紋
黄
蝶
生
む 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

贈
り
主
は
自
身
が
白
頭
へ
の
変
化
を
経
験
し
た
者
。 

 

五
月
二
十
五
日 

 

実
生
か
ら
育
て
た
唐
の
枇
杷
を
食
み
こ
の
十
年
を
顧
み
思
う 

 
 

 
(

大
き
な
果
実) 

 

六
月
二
日 

 
 

 

実
を
生
さ
ず
三
年
経
っ
て
鈴
な
り
の
小
粒
の
枇
杷
が
老
夫
ね
ぎ
ら
う 

 

六
月
四
日 

 
 

 

水
や
り
は
散
歩
と
同
じ
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
五
体
動
か
し
人
整
序
す
る 
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六
月
十
日 

 
 

 

虹
立
て
て
息
つ
く
バ
ラ
を
慈
し
む 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

米
・
英
・
仏
…
西
ア
ジ
ア
…
東
ア
ジ
ア
・
日
本
で
起
き
て
い
る
の
は
歴
史
の
変
奏
曲
？
。 

 

六
月
十
二
日 

 
 

お
天
道
と
持
久
を
競
う
老
田
夫 

 

六
月
十
五
日 

 
 

闇
深
い
夜
中
に
目
覚
め
手
を
顔
に
思
念
は
巡
る
人
の
生
問
い 

  
 

 
 

 
 

 
 

三
味
の
音
に
ク
チ
ナ
シ
白
く
乾
く
暮
れ 

 
 

(

近
所
の
九
十
を
超
え
た
人
の
三
味
線) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
市
の
水
道
課
が
節
水
を
呼
び
か
け
て
回
っ
た
。
間
を
お
い
て
雨
の
降
っ
た
四
日
で
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

水
槽
に
た
め
た
雨
水
を
見
積
も
っ
て
、
た
ぶ
ん
、
雨
量
は
六
十
日
間
で
三
十
㎜
を
超
え

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
い
だ
ろ
う
。
蚊
も
見
ず
栗
の
花
が
散
る
。
大
旱
。 

 

六
月
十
八
日 
 

 

人
生
七
十
年 

 
 

初
見
栗
枝
枯 

 
 

 
 

 
 

 
 

不
可
問
天
道 

 
 

生
命
正
水
壺 

七
月
一
日 

 
 

 

床
下
を
匍
匐
前
進
す
る
珍
事
、
人
間

じ
ん
か
ん

じ
つ
に
事
件
に
満
ち
る 
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七
月
六
日 

 
 

 

大
雨
の
被
害
伝
え
る
夜
の
闇
に
月
下
美
人
の
香
り
は
沈
む 

 

七
月
八
日 

 
 

 

サ
ツ
キ
咲
く
閏
五
月
の
赤
と
ん
ぼ
汗
も
か
か
ず
に
老
夫
の
上
を 

 

七
月
十
三
日 

 
 

大
木
の
染
井
吉
野
で
蝉
の
鬨 

 

七
月
十
四
日 

 
 

鬼
百
合
の
ま
だ
つ
ぼ
み
の
花
に
涼
や
か
に
止
ま
っ
て
い
る
蜻
蛉
は 

 
 

 
 

 
 

 
 

わ
た
し
が
今
ど
ん
な
生
き
方
を
し
て
い
る
か
見
届
け
に
来
た
の
か 

 

七
月
二
十
日 

 
 

お
茶
づ
け
を
か
き
こ
み
大
地
に
捧
げ
も
の 

 

七
月
二
十
三
日 
 

東
北
で
豪
雨
、
大
暑
に
林
檎
咲
く 

 
 

 
(

小
さ
な
町
の
海
に
花
火
も
咲
い
た
、
三
千) 

 

七
月
三
十
日 

 
 

時
は
夏
、
百
日
紅
の
五
十
日 

 

八
月
三
日 

 
 

 

学
校
で
母
語
習
う
こ
と
禁
止
す
る
文
明
国
に
未
来
は
あ
る
か 

 
 

 
 

 
 

清
国
に
新
疆(

し
ん
き
ょ
う
、
新
領
土)

を
加
え
た
乾
隆
帝
は
漢
語
と
そ
の
文
化
を
尊
び
愛
好
し
た
。
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だ
が
、
満
州
語
も
ウ
ィ
グ
ル
語
も
抹
消
し
よ
う
と
す
る
現
代
の
政
策
に
同
意
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
命

令
は
憲
法
に
も
少
数
民
族
に
対
す
る
法
律
に
も
違
反
す
る
と
い
う
。
共
産
主
義
の
人
民
共
和
国
が
い
ま

だ
に
中
華
帝
国
時
代
の
新
疆
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
臭
の
す
る
言
葉
を
使
う
。
ウ
ィ
グ
ル
語
を
話
す

人
々
は
一
千
万
人
も
い
る
と
い
う
の
に
。
敬
愛
す
る
人
を
生
ん
だ
文
明
国
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

八
月
四
日 

 
 

 

園
丁
は
日
課
に
汗
し
夏
籠
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

浦
の
庵
で
留
守
居) 

  
 

 
 

 
 

 
 

汗
ぬ
ぐ
い
無
花
果
食
え
ば
海
の
風 

  
 

 
 

 
 

 
 

青
鷺
が
二
人
、
見
下
ろ
す
夏
の
海 

 
(

海
に
突
き
出
た
ベ
ル
ト
・
コ
ン
ベ
イ
ヤ
ー
の
上) 

 

八
月
六
日 

 
 

 

成
人
に
な
っ
て
産
声
あ
げ
る
蝉 

  
 

 
 

 
 

 
 

緑
陰
へ
黒
衣
の
蝶
が
よ
ぎ
る
路 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
縁
墓
地
清
掃
を
す
る
地
下

じ

げ

の
衆 

 
 

 
 

 
 

 
 

空
蝉
に
水
満
た
そ
う
と
す
る
庭
師 
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人
の
命
は
器
水
と
習
う 

 

八
月
十
三
日 

 
 

ス
カ
イ
プ
で
果
報
を
誇
る
、
ブ
ド
ウ
・
ナ
シ 

 
 

 
 

 
(

海
外
を
旅
行
中
の
孫
へ) 

 

八
月
十
八
日 

 
 

突
然
の
日
本
ア
ラ
ー
ト
平
穏
を
失
う
時
を
予
行
演
習 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

着
弾
地
不
明
の
ミ
サ
イ
ル
が
十
分
足
ら
ず
で
飛
ん
で
来
る
の
を
広
域
に
知
ら
せ
て

何
を
期
待
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
？
。
攻
撃
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
の
な
ら
、
避
難

し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
呼
び
か
け
は
お
か
し
い
。
小
学
生
に
恐
怖
心
を
植
え
つ
け
る
の

で
な
く
、
国
民
の
判
断
に
必
要
な
重
要
点
を
知
ら
せ
る
べ
き
だ
。
政
府
は
戦
争
回
避
の

あ
ら
ゆ
る
方
策
を
テ
ー
ブ
ル
に
載
せ
て
比
較
検
討
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。 

 

八
月
二
十
三
日 

 

命
渡
し
赤
手
蟹
臥
す
処
暑
暑
し 

 

八
月
三
十
一
日 

 

八
月
尽
瀧
に
消
え
入
る
蝉
の
声 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

宇
佐
市
東
椎
屋
の
瀧) 

 

九
月
一
日 

 
 

 

風
を
入
れ
蜘
蛛
と
書
に
就
く
時
を
得
る 
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窓
外
聞
鵙
声 

老
生
知
秋
来 

勉
強
尚
須
愛 

紅
花
百
日
開 

 

九
月
十
四
日 

 
 

退
治
す
る
葛
に
も
誇
る
花
が
あ
る 

 

九
月
二
十
八
日 

 
一
国
が
思
慮
を
失
い
浮
動
し
て
今
日
退
廃
の
極
み
へ
向
か
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
こ
の
衆
愚
政
治
を
打
破
す
る
の
に
た
だ
破
局
を
待
つ
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
か
。 

 

九
月
二
十
九
日 

 

竿
竹
を
売
る
声
響
く
選
挙
前 

  
 

 
 

 
 

 
 

国
溶
け
て
田
に
は
ス
ス
キ
が
乱
れ
咲
く 

 

十
月
五
日 

 
 

 

三
柱
の
石
像
の
見
る
天
草
を
並
ん
で
望
む
原
城
の
上 

 

十
月
二
十
二
日 

 

衰
退
の
階
段
降
り
る
ま
た
一
つ
自
他
の
歴
史
を
学
ば
ぬ
民
は 
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十
一
月
十
六
日 

 

情
感
を
抑
え
て
日
々
を
過
ご
す
う
ち
木
々
に
教
わ
る
秋
の
深
ま
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

旅
に
出
て
、
没
頭
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
体
調
を
少
し
こ
わ
す
な
ど
す
る
う
ち
に 

  
 

 
 

 
 

 
 

た
ま
ね
ぎ
を
植
え
る
胃
弱
の
作
男 

 

十
一
月
二
十
八
日 
高
祖
山
仰
ぐ
山
茶
花
咲
く
社 

 
(

山
に
は
山
幸
彦
が
い
て
社
に
は
木
花
の
咲
く
や
姫) 

 

十
二
月
一
日 

 
 

と
り
わ
け
て
彼
岸
は
小
春
、
肩
ほ
ぐ
す
陽
を
背
に
受
け
て
海
を
見
て
立
つ 

 

十
二
月
五
日 

 
 

陽
に
乗
っ
て
細
雪
舞
う
共
に
舞
え 

 

十
二
月
九
日 
 

 

鳶
が
二
羽
冬
の
曇
天
追
い
払
う 

 

十
二
月
十
一
日 

 

内
海
を
圧
し
て
渡
る
冬
の
風 

 
千
鳥
は
磯
に
肩
を
寄
せ
合
う 

 

十
二
月
十
七
日 

 

初
雪
を
祝
い
メ
ザ
シ
の
朝
餉
食
う 
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十
二
月
二
十
一
日 

霜
降
り
た
街
道
急
ぐ
武
者
一
騎 

 
十
二
月
二
十
三
日 

行
く
川
の
流
れ
の
末
の
年
の
瀬
で
暮
ら
し
を
立
て
て
小
鴨
は
生
き
る 

 

十
二
月
二
十
九
日 

夕
闇
に
消
え
る
海
見
る
露
天
風
呂
首
ま
で
つ
か
り
身
心
癒
す 

 

十
二
月
三
十
日 

 
山
野
草
求
め
野
を
行
く
小
晦
日 

 

十
二
月
三
十
一
日 

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
読
ん
で
三
省
、
除
夜
の
想 
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今
年
は
こ
こ
に
引
用
で
き
る
〝
詩
〟
を
読
ま
な
か
っ
た
。
代
わ
り
に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ｍ
・
ブ
ロ
ッ
ク
『
歴
史
の
た
め
の
弁
明
』
か
ら
印
象
深
い
文
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

歴
史
の
対
象
は
人
間
た
ち
の
諸
活
動
の
光
景
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

未
来
へ
の
賭
け
を
せ
ず
に
そ
れ
ら
を
識
別
す
る
こ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

と
は
ま
ず
で
き
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

当
事
者
で
あ
っ
た
人
間
と
そ
の
環
境
を
な
す
文
明

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

と
の
運
命
の
曲
線
… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

人
々
の
運
命
の
内
奥
の
原
動
力
、
心
性
や
感
受
性
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

技
術
、
社
会
な
い
し
経
済
の
構
造
な
ど
の
変
化
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

人
は
あ
る
価
値
体
系
に
対
し
て
立
場
を
決
め
ず
に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

有
罪
な
い
し
無
罪
を
言
い
渡
す
こ
と
は
で
き
ず
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

そ
の
体
系
は
い
か
な
る
実
証
科
学
に
も
属
さ
な
い
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

歴
史
と
は
人
間
の
多
様
さ
の
広
い
経
験
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ペ
ギ
ー
と
い
う
人
の
言
葉
「
立
派
な
農
民
は
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

収
穫
と
同
じ
く
耕
作
と
種
ま
き
を
愛
し
ま
す
」 

二
〇
一
八
年 

正
月 

白
江
庵 

 

謹
製 
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