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そ
れ
で
は
、
最
初
の
お
話
を
始
め
ま
す
。 

 
皆
さ
ん
は
、
月
に
行
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
。 

 

人
類
が
初
め
て
月
の
上
に
立
っ
た
の
は
も
う
五
十
年

以
上
も
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
、

誰
も
月
に
降
り
立
つ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
民
間
の
会
社
が
宇
宙

の
開
発
に
名
の
り
を
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

最
初
は
月
へ
の
着
陸
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

目
的
は
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
月
に
は
水
や
金

属
な
ど
の
資
源
が
た
く
さ
ん
眠
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら

を
有
効
に
活
用
し
よ
う
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
目
的
の

一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
月
の
水
な
ど
を
利

用
し
て
農
業
を
始
め
よ
う
と
い
う
構
想
も
示
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 

考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
農
業
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
様
々
な
工
場
や
研
究
所
を
月
に
置
こ

う
と
い
う
構
想
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
が
実
現

す
る
と
、
仕
事
で
ち
ょ
っ
と
月
に
行
っ
て
く
る
と
い
う

時
代
が
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

仕
事
で
月
に
行
く
人
た
ち
が
増
え
て
い
く
と
、
ホ
テ

ル
な
ど
も
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
構
想
の
中
に
は

し
っ
か
り
ホ
テ
ル
の
建
設
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
仕
事
ば
か
り
で
は
な
く
、
観
光

で
月
に
行
く
と
い
う
こ
と
も
期
待
で
き
る
と
思
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
国
や
企
業
が
勝
手
に
月
の

利
用
を
始
め
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
ど
こ
か
の
国
が
月
を
自
分
の
領
土
に
す
る
こ
と

は
条
約
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
資
源
の
所

有
に
つ
い
て
は
明
確
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な

い
状
況
が
あ
り
ま
す
。
国
際
的
な
ル
ー
ル
の
成
立
が
早

急
に
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

次
の
お
話
に
移
り
ま
す
。 

 

東
京
の
上
野
と
い
う
と
、
パ
ン
ダ
の
い
る
動
物
園
を

思
い
浮
か
べ
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
動
物
園

か
ら
程
近
い
と
こ
ろ
に
大
き
な
博
物
館
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
博
物
館
は
、
絵
画
や
工
芸
品
な
ど
、
た
く
さ
ん
の

国
宝
を
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
博
物
館
は
、
昨
年
、
創
立
百
五
十
年
を
迎
え
ま

し
た
。
そ
れ
を
記
念
し
て
、
ふ
だ
ん
は
あ
ま
り
公
開
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
国
宝
を
一
堂
に
展
示
す
る
催
し
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
多
く
の
人
が
訪
れ
、
大
き
な
に
ぎ
わ
い

を
見
せ
て
い
ま
し
た
。 

 

実
は
、
同
じ
博
物
館
で
も
う
一
つ
の
イ
ベ
ン
ト
が
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
今
か
ら
百
五
十
年
後
に

国
宝
に
な
っ
て
い
て
ほ
し
い
も
の
を
集
め
て
み
よ
う
と

い
う
も
の
で
す
。 

 

ま
ず
、
入
り
口
で
出
迎
え
て
く
れ
た
の
は
あ
の
ゴ
ジ

ラ
で
す
。
そ
の
先
で
は
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
ほ

ほ
笑
ん
で
い
ま
す
。
配
達
の
人
が
よ
く
乗
っ
て
い
る

オ
ー
ト
バ
イ
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
英
単
語
帳
な
ど
と

い
う
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
漫
才
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
つ

い
つ
い
長
居
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
驚
い
た
の
は
、

そ
こ
に
は
芸
術
作
品
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
が
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。 

 

そ
ん
な
中
で
、
速
記
と
い
う
文
字
が
目
に
飛
び
込
ん

で
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
明
治
時
代
か
ら
今
に
伝
わ
る

怪
談
話
を
紹
介
す
る
一
文
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

落
語
家
の
演
じ
る
話
芸
が
文
字
と
し
て
今
に
残
っ
て
い

る
の
は
速
記
者
が
記
録
に
残
し
た
か
ら
だ
と
い
う
記
述

に
接
し
た
と
き
、
ち
ょ
っ
と
う
れ
し
い
気
分
に
な
り
ま

し
た
。 

 

こ
の
怪
談
話
が
百
五
十
年
後
に
国
宝
に
な
っ
て
い
る

か
は
知
る
す
べ
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
怪
談
話
と
と

も
に
、
速
記
と
い
う
も
の
が
末
永
く
伝
え
ら
れ
て
い
く

こ
と
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
（
了
） 


