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い
つ
終
わ
る
と
も
し
れ
な
い
行
動
制
限
の
中
、
隔
離
と
死
の
影
が
ひ
た
ひ
た
と
足
元
に
迫
っ
て
く
る
よ

う
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
危
機
。
そ
の
闇
の
奥
に
よ
う
や
く
薄
明
が
見
え
始
め
た
こ
ろ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら

は
戦
車
の
響
き
と
虐
げ
ら
れ
た
人
々
の
嘆
き
が
届
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
日
本
で
繰
り
返
さ
れ
る
災
害

に
よ
っ
て
、
す
で
に
さ
さ
く
れ
立
っ
て
い
た
心
に
、
無
数
の
不
安
の
棘と
げ

が
突
き
刺
さ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
へ
の
強
い
欲
求
が
社
会
を
覆
い
始
め
た
。

　

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
は
不
安
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
危
機
は
、
安
定
的
な
秩
序
へ

の
渇
望
を
生
む
。
多
元
性
や
自
由
は
不
安
定
に
つ
な
が
る
と
避
け
ら
れ
、
一
元
性
や
強
権
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
権
威
主
義
体
制
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
自
由
を
重
視
す
る
と
標ひ
よ
う

榜ぼ
う

し
て
き
た
社
会
さ

え
、
変
質
の
兆
し
を
見
せ
始
め
る
。
軍
事
的
な
も
の
へ
の
動
員
が
進
み
、
国
策
に
反
す
る
と
さ
れ
る
も
の

は
排
除
さ
れ
る
。
自
由
の
領
域
が
侵
食
さ
れ
て
い
く
。
自
分
た
ち
の
社
会
が
こ
れ
か
ら
ど
の
方
向
に
向
か

う
の
か
、
そ
れ
自
体
が
不
安
要
因
と
な
り
始
め
た
の
で
あ
る
。

　

二
〇
二
二
年
春
ご
ろ
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
筆
者
が
選
ん
だ
の
は
、
自
由
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
の
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関
係
を
深
く
考
え
た
何
人
か
の
思
想
家
た
ち
の
仕
事
に
立
ち
戻
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家

を
取
り
巻
く
状
況
は
異
な
り
、
議
論
の
文
脈
も
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
共
通
の

関
心
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
今
を
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
も
、
無
関
係
で
は
な
い

は
ず
だ
、
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
集
英
社
新
書
編
集
長
の
落
合
勝
人
氏
を
「
聞
き
役
」
と
し
て
、
各
回
一
冊
の
書
物
に
つ
い
て

筆
者
が
語
り
、
そ
の
書
き
起
こ
し
を
基
に
全
面
的
に
書
き
直
す
形
で
成
立
し
た
。
思
想
史
家
で
も
あ
る
同

氏
の
鋭
い
問
い
か
け
な
し
に
は
本
書
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
編
集
実
務
は
編
集
部
の
井
上
梨
乃
氏
に
ご
担

当
い
た
だ
き
、
同
氏
の
着
実
な
お
仕
事
に
大
い
に
助
け
ら
れ
た
。

　

構
成
は
必
ず
し
も
書
物
の
年
代
順
で
は
な
く
、
語
り
の
順
番
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ラ

ン
ダ
ム
で
は
な
く
、
自
由
を
強
調
す
る
政
治
理
論
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
強
調
す
る
政
治
理
論
を
ほ
ぼ
交
互

に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
想
家
ら
の
「
対
話
」
を
再
構
成
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

試
み
は
一
定
の
成
功
を
収
め
、
時
空
を
超
え
た
対
位
法
に
よ
る
一
種
の
変
奏
曲
集
の
よ
う
な
も
の
が
、
現

れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

　

第
一
章
で
は
、
最
も
典
型
的
な
自
由
論
と
し
て
、
社
会
の
「
多
数
者
の
専
制
」
に
抗
し
て
、
個
人
の
選

択
を
擁
護
す
る
一
九
世
紀
の
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
を
読
ん
だ
。
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第
二
章
と
第
三
章
で
は
一
挙
に
時
代
を
遡
り
、
一
七
―
一
八
世
紀
の
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ル
ソ
ー
が
、
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
社
会
を
構
成
す
る
論
理
を
ど
の
よ
う
に
紡
い
だ
か
を
見
た
。

　

第
四
章
で
は
、
二
〇
世
紀
に
入
り
、
自
由
の
概
念
的
な
整
理
を
行
い
、
自
ら
も
多
元
主
義
と
自
由
を
強

く
擁
護
し
た
バ
ー
リ
ン
を
読
ん
だ
。

　

第
五
章
で
登
場
す
る
の
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
を
「
継
承
」
し
つ
つ
、
戦
争
と
内
戦
の
時
代
に
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

確
保
を
構
想
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
る
。

　

そ
し
て
第
六
章
で
は
、
既
存
秩
序
へ
の
対
抗
の
契
機
を
歴
史
の
中
に
発
掘
し
よ
う
と
す
る
、
フ
ー
コ
ー

の
議
論
を
論
じ
た
。

　

二
〇
二
三
年
秋
に
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
事
態
が
収
束
し
な
い
中
、
パ
レ
ス
チ
ナ
で
新
た
な
戦
争
が
始
ま

っ
た
。
病
院
ま
で
も
が
攻
撃
を
受
け
、
罪
の
な
い
子
ど
も
た
ち
が
命
を
落
と
す
状
況
が
、
目
に
焼
き
つ
い

て
離
れ
な
い
。
そ
し
て
、
二
〇
二
四
年
が
明
け
る
や
否
や
、
日
本
は
ま
た
大
き
な
災
害
に
見
舞
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
不
安
は
い
よ
い
よ
高
ま
り
、
権
力
の
一
元
化
へ
の
衝
動
は
強
ま
り
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
既
存
の
秩
序
と
は
別
の
可
能
性
を
考
え
る
自
由
の
価
値
も
い
や
増
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
で
取
り
上
げ
た
思
想
家
た
ち
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
膨
大
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
が
、
筆
者
は
い
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ず
れ
に
つ
い
て
も
専
門
と
は
し
て
い
な
い
。
本
書
は
右
に
記
し
た
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
筆
者

な
り
の
読
み
を
試
み
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
志
向
が
強
ま
る
時
代
に
お
け
る
自
由
の
行
方

に
つ
い
て
、
危
機
意
識
を
共
有
す
る
読
者
に
本
書
が
届
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
勝
る
喜
び
は
な
い
。
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