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世
界
が
到
る
と
こ
ろ
で
大
き
い
動
き
と
変
化
と
を
み
せ
て
い
て
、
こ
の
状

態
は
お
そ
ら
く
五
年
や
六
年
で
お
さ
ま
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
第
一
次
の
欧
州
大
戦
の
の
ち
世
界
の
文
学
は
非
常
に
変
化
し
て
、
日
本
も

文
学
の
歴
史
に
一
つ
の
転
換
を
示
し
た
。

　
今
日
か
ら
明
日
へ
か
け
て
私
た
ち
の
吸
う
空
気
の
な
か
に
感
じ
ら
れ
て
い

る
現
代
の
波
立
ち
は
、
そ
の
間
か
ら
ど
ん
な
文
学
を
生
み
出
し
て
行
く
の
だ

ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
つ
ま
り
私
た
ち
自
身
が
こ
れ
か
ら
先
数
年
の
激
し
い

生
活
の
う
ご
き
の
間
に
、
ど
ん
な
風
に
変
っ
た
り
成
長
し
た
り
す
る
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
と
思
う
。

　
文
学
そ
の
も
の
が
動
揺
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
文
学
に
従
事
し
て
い
る
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人
々
が
、
文
学
を
ど
う
見
て
ゆ
く
か
と
い
う
め
い
め
い
の
態
度
の
上
で
の
動

揺
が
こ
の
頃
大
変
目
立
っ
て
い
て
、
文
学
を
愛
す
も
の
の
胸
に
何
と
な
し
の

不
安
を
よ
び
さ
ま
し
て
い
る
と
思
う
。

　
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
云
っ
て
、
新
体
制
と
云
っ
て
何
か

急
に
特
別
な
も
の
が
文
学
の
姿
で
出
現
し
そ
う
な
感
じ
を
与
え
て
、
こ
れ
ま

で
文
学
と
い
う
も
の
は
大
体
こ
う
い
う
も
の
と
思
っ
て
そ
れ
を
愛
し
て
い
た

人
は
、
は
た
と
行
手
に
ち
が
っ
た
形
で
も
描
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
な
一
種
途
方
に
く
れ
た
気
持
に
も
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
日
本
の
歴
史
を
辿
っ
て
み
て
も
、
よ
そ
の
国
の
歴
史
を
眺
め
て
も
、
い
ろ

い
ろ
の
時
代
に
文
学
は
様
々
の
解
釈
を
下
さ
れ
て
来
て
い
る
が
、
そ
れ
が
人
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生
の
真
の
よ
ろ
こ
び
と
悲
し
み
と
の
姿
を
映
し
た
い
と
希
う
人
間
の
精
神
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
解
釈
も
文
学
と
し
て

の
そ
の
本
質
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

　
世
の
中
に
は
随
分
巧
な
宣
伝
文
や
広
告
が
あ
っ
て
ひ
と
と
お
り
人
々
の
目

を
ひ
き
つ
け
る
が
、
そ
れ
が
文
学
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
誰
で
も
心
の
底

で
は
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
当
の
立
派
な
文
学
と
い
う
も
の
は
、
そ

の
作
品
の
な
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
世
界
に
私
た
ち
が
自
分
の
心
を
ひ
き

つ
け
ら
れ
て
、
そ
の
な
か
に
自
分
の
も
の
で
あ
っ
て
自
分
に
は
表
現
す
る
こ

と
が
出
来
ず
に
い
た
数
々
の
思
い
を
見
出
し
て
ゆ
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し

く
人
生
を
考
え
さ
せ
ら
れ
、
感
動
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
だ
と
思
う
。

　
日
本
は
未
曾
有
の
生
活
を
経
験
を
し
て
い
て
、
こ
の
経
験
は
こ
の
先
々
益
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々
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
だ
か
ら
、
文
学
に
し
ろ
、
そ
う
い
う
私
た
ち
の
生

き
て
ゆ
く
歴
史
の
な
か
で
、
変
ら
ず
に
い
る
こ
と
は
全
く
あ
り
得
な
い
。
日

本
に
も
新
し
い
文
学
は
生
れ
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
が
、
忠
実
に
現
代
の
日
本

の
辛
苦
と
努
力
と
を
経
て
生
き
て
ゆ
け
ば
、
私
た
ち
の
文
学
は
い
つ
し
か
変

っ
て
来
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
文
学
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
変
化
を
云
う
場
合
、
ど
ん
な
に
変

化
の
大
さ
が
云
わ
れ
て
も
や
は
り
文
学
の
本
質
か
ら
離
れ
て
考
え
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
変
化
し
て
も
文
学
は
文
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
さ
も
な
け
れ
ば
も
う
そ
れ
は
文
学
で
な
い
も
の
に
変
っ
て
し
ま
っ
た

も
の
と
し
て
、
文
学
の
外
で
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
な
る
。

　
刻
々
に
推
移
す
る
今
日
の
私
た
ち
の
生
活
が
、
私
た
ち
の
心
に
与
え
る
種
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々
様
々
の
動
き
を
、
落
付
い
た
人
間
と
し
て
女
と
し
て
の
思
い
の
な
か
に
感

じ
と
っ
て
、
さ
さ
や
か
で
あ
ろ
う
と
も
我
が
心
に
恥
じ
な
い
文
学
と
し
て
成

長
さ
せ
て
ゆ
く
た
め
に
、
今
日
特
に
私
た
ち
が
心
が
け
て
怠
ら
な
い
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
勉
強
は
何
だ
ろ
う
か
。

　
文
学
を
愛
す
る
人
々
は
、
い
つ
の
間
に
か
た
く
さ
ん
の
世
界
の
文
学
の
古

典
を
よ
ん
で
来
て
い
る
と
思
う
。
現
代
は
、
明
日
へ
の
健
全
な
成
長
を
す
る

た
め
に
特
に
こ
の
古
典
を
深
く
読
む
と
い
う
こ
と
が
、
実
に
大
切
な
こ
と
に

な
っ
て
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
面
白
い
と
か
有
名
だ
と
か
、
そ
う
い
う
目
の
先
に
ひ
か
れ
る
感
興
に

し
た
が
っ
て
あ
れ
か
ら
こ
れ
へ
と
あ
さ
っ
て
読
む
の
で
な
く
、
自
分
が
し
ん

か
ら
尊
敬
出
来
る
と
思
う
古
典
を
、
し
っ
か
り
研
究
し
て
、
そ
の
作
家
が
一
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生
を
ど
ん
な
努
力
で
愛
と
正
義
と
を
求
め
て
暮
し
た
か
、
そ
う
い
う
生
々
し

い
人
間
生
活
の
跡
に
も
ふ
れ
て
、
学
び
と
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
え
る
。

　
世
の
中
が
お
さ
え
ら
れ
な
い
勢
で
う
ご
く
か
ら
と
云
っ
て
、
そ
の
動
き
の

一
か
ら
十
ま
で
が
、
人
間
生
活
の
た
め
に
よ
ろ
こ
び
迎
え
ら
れ
る
も
の
で
は

あ
り
得
な
い
。
私
た
ち
は
何
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
判
断
す
る
よ
り
ど
こ
ろ
を

我
心
に
見
出
し
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
。
自
分
が
こ
の
人
生
に
何
を
求
め
て
ゆ
く

か
と
い
う
こ
と
が
判
断
の
根
本
で
あ
り
、
そ
の
自
分
と
い
う
も
の
が
と
り
も

な
お
さ
ず
一
人
の
国
民
で
あ
り
女
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
と
い
う
な

か
に
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
多
数
の
声
が
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
偉

い
過
去
の
作
家
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
点
を
は
っ
き
り
と
芸
術
の
な
か
に

与
え
て
い
る
。
古
典
の
ゆ
た
か
な
奥
深
い
森
の
火
で
私
た
ち
は
特
に
今
日
そ
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の
文
学
の
い
の
ち
の
泉
を
た
っ
ぷ
り
と
自
分
た
ち
の
う
ち
へ
汲
み
と
る
べ
き

必
要
が
あ
る
。
礼
讚
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
の
き
ょ
う
の
心
を
ど
う
現

し
て
ゆ
く
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
い
つ
も
一
方
に
現
実
の
課
題
と
し
て
古
典

を
学
ん
で
ゆ
く
と
き
な
の
だ
と
思
う
。
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
十
一
月
〕
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