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談話室

　

未
曾
有
の
事
態
が
生
じ
た
と
う
ろ
た
え
て
い
た
。
し
か
し
、
歴
史
を
紐
解
け
ば
、
今
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
感
染
症
の
時

代
は
終
わ
っ
た
と
い
う
の
は
、
浅
は
か
な
勝
手
な
思
い
込
み
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
先
人
が
体
験
の
中
か
ら
得
た
も
の
を
後
世
の
人
々
に
伝
え

よ
う
と
た
く
さ
ん
の
物
語
を
残
し
て
く
れ
て
い
た
の
に
、
聴
く
耳
を
も
た
ず
に
生
き
て
き
た
。
歴
史
か
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
な
ん
と
難

し
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
感
染
症
の
歴
史
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
。
想
像
力
を
失
い
、
天
然
痘
も
ハ
ン
セ
ン
病
も
ペ
ス
ト
も
肺
結
核
も
エ

イ
ズ
も
、
自
分
事
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。

　

十
年
前
、
文
部
科
学
省
で
中
学
生
用
道
徳
教
育
読
み
物
資
料
集
を
作
成
し
て
い
た
。
東
日
本
大
震
災
が
三
月
に
起
こ
り
、「
生
命
の
尊
さ
」

の
教
材
を
作
り
直
す
こ
と
に
な
っ
た
。
悲
し
く
苦
し
い
状
況
の
中
に
あ
っ
て
生
き
抜
く
こ
と
の
大
切
さ
を
伝
え
る
教
材
を
届
け
た
い
。
奇
し

く
も
作
成
し
た
教
材
は
、
二
百
年
前
の
江
戸
時
代
後
期
の
二
人
の
人
物
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
な
っ
た
。
現
在
の
大
分
県
の
日
田
で
咸
宜
園

と
い
う
私
塾
を
開
い
た
広
瀬
淡
窓
と
大
阪
の
船
場
に
適
（
適
々
齋
）
塾
と
い
う
蘭
学
の
私
塾
を
開
い
た
緒
方
洪
庵
で
あ
る
。
洪
庵
の
資
料
は
、

種
痘
の
普
及
に
取
り
組
ん
だ
様
子
を
描
き
、「
絶
や
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
名
付
け
た
。
洪
庵
は
、
幕
末
に
大
流
行
し
た
コ
レ
ラ
の
治
療
に

も
尽
く
し
た
人
物
で
あ
る
。
教
材
作
成
の
中
で
、
長
崎
で
牛
痘
接
種
に
携
わ
っ
た
水
戸
藩
士
の
蘭
方
医
柴
田
方
庵
が
、
洪
庵
に
出
し
た
手
紙

を
見
つ
け
た
。方
庵
の
妹
の
子
孫
で
あ
る
私
は
、二
百
年
前
の
先
人
た
ち
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。生
命
が
ず
っ

と
続
い
て
き
た
こ
と
の
有
り
難
さ
を
意
識
す
る
機
会
は
、
め
っ
た
に
な
い
こ
と
だ
と
思
う
。
感
染
症
に
よ
り
生
命
が
奪
わ
れ
る
苦
難
の
中
を

生
き
抜
い
た
先
人
の
努
力
を
、
多
感
な
中
学
生
の
時
期
に
知
っ
て
ほ
し
い
と
想
う
。

感
染
症
の
歴
史
と
道
徳
教
育

澤
田
浩
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道
徳
教
育
の
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
内
容
項
目
「
生
命
の
尊
さ
」
と
は
、「
生
命
の
尊
さ
に
つ
い
て
、
そ
の
連
続
性
や
有
限
性
な
ど
を

含
め
て
理
解
し
、
か
け
が
え
の
な
い
生
命
を
尊
重
す
る
こ
と
。」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
道
徳
科
の
学
習
指
導
要
領
の
解
説
で
は
、
小
学
校
の

中
学
年
に
お
い
て
生
命
の
有
限
性
、
高
学
年
に
お
い
て
生
命
の
連
続
性
、
中
学
校
に
お
い
て
生
命
の
偶
然
性
を
理
解
し
、
人
間
と
し
て
の
生

き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
る
と
さ
れ
、
偶
然
性
は
、
自
分
が
今
こ
こ
に
い
る
こ
と
の
不
思
議
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
宇
野
千
代
は

自
伝
的
小
説
『
生
き
て
い
く
私
』
の
中
で
、
九
歳
で
は
じ
め
て
感
じ
た
死
の
恐
怖
を
見
事
に
描
い
て
い
る
。
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
通
り
に
「
わ

れ
わ
れ
は
絶
壁
が
見
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
何
か
目
を
さ
え
ぎ
る
も
の
を
前
方
に
お
い
た
あ
と
、
安
心
し
て
絶
壁
の
ほ
う
へ
走
っ
て

い
る
。」
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
緊
急
事
態
宣
言
で
、
絶
壁
が
露
わ
と
な
り
生
命
の
意
味
へ
の
問
い
が
突
き
つ
け
ら
れ
た
と
想
う
。

　

二
百
年
後
に
は
、
東
日
本
大
震
災
も
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
感
染
症
の
流
行
も
大
震
災
も
繰
り
返
し
起
こ
る
。
八
六
九
年

の
貞
観
の
大
地
震
も
一
六
一
一
年
の
慶
長
三
陸
地
震
も
い
つ
し
か
忘
れ
去
ら
れ
た
。
二
十
代
以
下
の
若
者
た
ち
に
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の

記
憶
は
な
い
に
違
い
な
い
。
道
徳
科
の
教
科
書
に
「
語
り
か
け
る
目
」
と
い
う
教
材
が
あ
る
。
家
屋
の
下
敷
き
に
な
っ
た
母
を
助
け
ら
れ
な

か
っ
た
少
女
の
哀
し
い
姿
を
警
察
官
が
書
き
留
め
た
手
記
で
あ
る
。
二
十
六
年
の
間
、
こ
の
少
女
に
と
っ
て
時
は
ま
だ
止
ま
っ
た
ま
ま
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
ず
っ
と
活
用
し
続
け
る
こ
と
で
、
後
世
ま
で
長
く
語
り
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
た
い
。

　

一
般
的
に
は
、
道
徳
と
は
、
人
間
社
会
に
お
け
る
行
動
の
規
範
、
掟
を
意
味
し
、
道
徳
教
育
と
は
そ
れ
ら
を
子
ど
も
に
身
に
付
け
さ
せ
る

こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
学
習
指
導
要
領
で
は
、
道
徳
教
育
の
目
標
は
、
人
間
の
在
る
べ
き
在
り
方
に
根
ざ
し
た
自
己
の
生
き
方
に
つ
い

て
の
考
え
を
深
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
立
し
て
他
者
と
共
に
よ
り
よ
く
生
き
る
道
徳
性
を
養
う
こ
と
と
示
さ
れ
て
い
る
。
偶
然
性
の
問
題

に
つ
い
て
深
く
考
察
し
た
哲
学
者
九
鬼
周
造
に
よ
れ
ば
、
道
徳
と
は
行
為
に
よ
っ
て
存
在
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
九
鬼
は
、
哲
学
を

判
断
に
よ
る
存
在
一
般
の
根
源
的
会
得
、
芸
術
を
趣
味
に
よ
る
存
在
の
翫
賞
、
宗
教
を
祈
り
に
よ
る
存
在
の
礼
拝
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、

会
得
も
翫
賞
も
礼
拝
も
存
在
の
建
設
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
広
義
の
道
徳
の
領
域
に
成
立
す
る
と
考
え
た
。
今
こ
こ
に
生
き

て
い
る
こ
と
の
不
思
議
、
生
き
て
い
る
こ
と
の
有
り
難
さ
を
生
徒
・
学
生
と
共
に
考
え
、
共
に
語
り
合
い
た
い
と
想
う
。

 

（
日
本
道
徳
教
育
史
・
社
会
科
公
民
科
教
育
）


