
一
、「
終
末
ブ
ー
ム
」
の
中
の
石
原
吉
郎

一
九
七
〇
年
代
に
石
原
吉
郎
は
終
末
論
に
関
す
る
言
及
を
何
度
か
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
も
の
は
、
お
そ
ら
く
一
九
七
二

年
の
『
ユ
リ
イ
カ
』
十
一
月
号
に
掲
載
の
三
つ
の
短
文
『
三
つ
の
集
約
』
の
う
ち
の
「
３ 

終
末
に
お
び
え
る
な
」（
散
文
集
『
海

を
流
れ
る
河
』［
一
九
七
四
］
所
収
）
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
遡
る
同
誌
七
月
号
に
は
《
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に
》
と
題
す
る
詩

（
詩
集
『
禮
節
』［
一
九
七
四
］
所
収
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
言
及
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
当
時
、
社
会
で
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
終
末
論
へ
の
関
心
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
高
ま
り
の
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、「
終
末
に
お
び
え
る
な
」
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
七
二
年
に
発

表
さ
れ
た
ロ
ー
マ
・
ク
ラ
ブ
の
報
告
「
成
長
の
限
界
」
で
あ
る
。
こ
の
報
告
で
は
、
当
時
問
題
に
な
っ
て
い
た
世
界
人
口
の
幾
何
級

数
的
な
増
加
、
ま
た
環
境
汚
染
の
深
刻
化
が
そ
の
ま
ま
進
行
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
百
年
以
内
に
人
類
存
続
の
危
機
が
訪
れ
る
と
警
告

さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
の
世
界
は
、
い
ま
だ
冷
戦
体
制
の
真
只
中
に
あ
り
、
緊デ

タ

ン

ト

張
緩
和
期
に
入
っ
て
い
た
と
は

い
え
、
米
ソ
を
中
心
と
す
る
核
戦
争
勃
発
へ
の
不
安
が
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

日
本
国
内
に
限
る
な
ら
、
翌
七
三
年
、
二
冊
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
、
五
島
勉
の
『
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
の
大
予
言
』、
お
よ
び
小
松
左

京
の
『
日
本
沈
没
』
に
よ
り
、
こ
の
「
終
末
ブ
ー
ム
」
に
さ
ら
に
拍
車
が
か
か
っ
た
と
言
え
る
。
前
者
は
十
六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
医

世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に 

―
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け
る
終
末
論
的
主
題
に
つ
い
て

斉
藤　

毅

二
三

世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に



師
、
占
星
術
師
ミ
シ
ェ
ル
・
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
が
四
行
詩
形
式
で
記
述
し
た
予
言
の
一
つ
を
取
り
あ
げ
、
一
九
九
九
年
に
人
類
が
滅

亡
す
る
と
解
釈
し
た
も
の
、
後
者
は
地
殻
変
動
に
よ
り
日
本
列
島
が
海
底
に
沈
む
と
い
う
想
定
の
も
と
に
書
か
れ
た
Ｓ
Ｆ
小
説
で
あ

り
、
同
年
に
映
画
化
も
さ
れ
た
。
小
松
の
小
説
の
場
合
、
滅
亡
す
る
の
は
日
本
と
い
う
国
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
七
十
年
代
初
頭
の

社
会
に
お
け
る
終
末
論
的
雰
囲
気
の
中
で
話
題
に
な
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

石
原
の
「
終
末
に
お
び
え
る
な
」
に
お
け
る
発
言
は
、
こ
う
し
た
七
三
年
の
「
終
末
ブ
ー
ム
」
以
前
の
も
の
で
あ
る
の
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
語
調
が
相
当
に
激
越
で
あ
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
石
原
は
、
ロ
ー
マ
・
ク
ラ
ブ
の
報
告
に
触
れ
つ
つ
、

「
地
学
的
条
件
の
急
変
、
人
口
の
激
増
、
資
源
と
食
糧
の
涸
渇
、
環
境
の
汚
染
と
破
壊
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
殺
戮
と
荒
廃
、
こ

れ
だ
け
の
要
因
に
、
さ
ら
に
通
常
戦
争
と
核
戦
争
の
可
能
性
を
加
え
る
な
ら
、
理
性
は
は
っ
き
り
と
、
終
末
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と

を
告
げ
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
」
と
し
た
う
え
で
、「
二
十
一
世
紀
と
い
う
世
紀
の
現
実
性
に
た
い
す
る
つ
よ
い
疑
惑
が
生
れ
は
じ
め

て
い
る
。
私
は
そ
れ
よ
り
も
は
や
い
と
思
う
」（
Ⅱ
二
三
八（

１
））と
ま
で
述
べ
て
い
る
。

七
三
年
に
は
、
石
原
は
キ
リ
ス
ト
教
雑
誌
『
び
ー
い
ん
』
九
月
号
に
『
半
刻
の
あ
い
だ
の
静
け
さ

―
わ
た
し
の
聖
句
』（『
海
を

流
れ
る
河
』
所
収
）
と
題
す
る
小
文
を
寄
稿
、
黙
示
録
第
八
章
冒
頭
の
句
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
を
な
し
て
い
る
の

は
、
や
は
り
「
昨
今
の
終
末
論
議
」（
Ⅱ
三
一
五
）
で
あ
る
。
こ
の
一
文
に
も
み
ら
れ
る
通
り
、
石
原
の
創
作
に
お
け
る
終
末
論
的

主
題
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
当
然
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
彼
の
信
仰
が
関
わ
っ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
と
い
う
の
は
、
実
は
当
時
の
「
終
末
論
議
」
に
も
見
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
例

え
ば
、「
一
九
九
九
年
に
人
類
が
滅
亡
す
る
」
と
い
う
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
の
詩
の
解
釈
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
千
年
王
国
」、

「
千
年
紀
」
の
観
念
か
ら
の
影
響
な
し
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し（

２
）、
同
じ
こ
と
は
石
原
の
「
二
十
一
世
紀
と
い
う
世
紀
の
現

実
性
に
た
い
す
る
つ
よ
い
疑
惑
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
や
は
り
無
視
で
き
な
い
の
が
、
石
原
に
対
す
る
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
神
学
の
影
響
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
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の
神
学
の
ま
さ
に
中
核
を
な
し
て
い
る
の
が
、
そ
れ
ま
で
は
「
教
義
学
の
終
わ
り
に
あ
る
無
害
な
〔
…
…
〕
小
章（
３
）」
を
占
め
る
に
す

ぎ
な
か
っ
た
終
末
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
バ
ル
ト
の
影
響
は
、
一
九
三
八
年
、
徴
兵
検
査
を
受
け
た
後
の
石
原
が
そ
の
『
ロ
マ

書
』
に
接
し
、
大
阪
・
姫
松
教
会
で
バ
ル
ト
の
弟
子
エ
ゴ
ン
・
ヘ
ッ
セ
ル
か
ら
洗
礼
を
受
け
て
以
来
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ

て
い
る
（
こ
の
頃
に
は
石
原
は
す
で
に
詩
作
を
始
め
、
雑
誌
へ
の
投
稿
も
行
な
っ
て
い
た
）。
そ
の
後
、
石
原
は
ヘ
ッ
セ
ル
の
勧
め

に
よ
り
、
や
は
り
バ
ル
ト
神
学
の
研
究
者
で
あ
る
福
田
正
俊
が
牧
す
る
信
濃
町
教
会
に
転
籍
、
シ
ベ
リ
ア
抑
留
か
ら
帰
国
後
も
、
ま

も
な
く
同
教
会
に
復
帰
し
て
い
る
。

バ
ル
ト
の
『
ロ
マ
書
』（
第
一
版
一
九
一
九
、
第
二
版
一
九
二
二
）
に
は
、
石
原
は
再
三
立
ち
返
っ
て
い
る
よ
う
で
、
例
え
ば
、

一
九
五
六
年
七
月
二
十
三
日
の
日
記
に
は
「
ほ
と
ん
ど
二
年
間
手
に
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
バ
ル
ト
の
〈
ロ
マ
書
講
解
〉
を
読
み
は

じ
め
た
」（
Ⅱ
八
六
）
と
あ
る
。
前
回
「
手
に
し
た
」
と
い
う
二
年
前
の
五
四
年
は
、
石
原
が
信
濃
町
教
会
に
復
帰
し
た
年
で
あ
り
、

再
度
詩
を
書
き
始
め
、『
文
章
倶
楽
部
』
に
投
稿
し
た
詩
が
特
選
と
な
る
の
も
こ
の
年
で
あ
る
。
ま
た
、
六
一
年
の
一
月
の
日
記
に

は
「
つ
い
に
、
バ
ル
ト
の
『
ロ
マ
書
』
を
読
み
始
め
た
。
四
十
年
に
お
よ
ぶ
混
迷
と
停
滞
も
つ
い
に
、
ひ
と
つ
の
主
題
に
し
ぼ
ら
れ

て
来
た
か
の
観
が
あ
る
」（
Ⅱ
一
四
四
）
と
の
記
述
が
あ
る
。「
四
十
年
に
お
よ
ぶ
」
と
は
、（
動
員
後
で
も
、
抑
留
後
で
も
、
帰
国

後
で
も
な
く
）
実
に
彼
が
幼
少
の
六
歳
の
と
き
以
来
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
「
混
迷
と
停
滞
も
つ
い
に
、
ひ
と
つ
の
主
題
に

し
ぼ
ら
れ
て
来
た
」
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
転
機
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
転
機
に
は
や
は
り
バ
ル
ト
が
関
わ

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
彼
の
第
一
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
が
刊
行
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
二
年
後
の
六
三
年
の
こ
と

で
あ
る
。

石
原
の
バ
ル
ト
に
つ
い
て
の
公
的
言
及
は
、
先
の
一
九
七
二
年
か
ら
七
三
年
に
か
け
て
の
終
末
論
に
関
す
る
発
言
の
二
年
後
、

七
五
年
に
集
中
し
て
お
り
、
こ
の
年
に
彼
は
寄
稿
、
対
談
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
様
々
な
形
で
自
ら
の
バ
ル
ト
体
験
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る（

４
）。
こ
れ
が
偶
然
で
あ
る
の
か
、
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
七
五
年
の
北
村
太
郎
と
の
対
談
「『
サ
ン

二
五

世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に



チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
周
辺
」
で
は
、
自
ら
の
バ
ル
ト
体
験
を
述
べ
た
後
、
北
村
か
ら
「
終
末
観
」
に
つ
い
て
水
を
向
け
ら
れ
、

「
終
末
観
と
い
う
の
は
急
に
二
、
三
年
前
か
ら
う
る
さ
く
な
っ
て
き
て
、
ま
た
立
ち
消
え
に
な
り
そ
う
で
す
け
ど
…
…
」（
Ⅲ
一
八
四
）

と
切
り
出
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
二
、
三
年
前
か
ら
う
る
さ
く
な
っ
て
き
て
」
と
い
う
の
は
、
前
述
の
七
二
、
七
三
年

の
「
終
末
ブ
ー
ム
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
一
過
性
の
流
行
に
は
批
判
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
石
原
の
内
で
は
終
末
論
へ
の
関

心
が
持
続
し
て
い
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
七
五
年
の
バ
ル
ト
に
つ
い
て
の
言
及
も
そ
う
し
た
文
脈
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
翌
七
六
年
、
前
年
の
詩
集
『
北
條
』
ま
で
の
詩
を
集
成
し
刊
行
さ
れ
た
『
石
原
吉
郎
全
詩
集
』
で
は
、『
半
刻

の
あ
い
だ
の
静
け
さ
』
で
論
じ
ら
れ
た
黙
示
録
中
の
句
が
、
全
体
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

無
論
、
バ
ル
ト
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
け
る
終
末
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
後

の
世
界
の
救
済
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
方
、
石
原
に
よ
る
こ
の
時
期
の
「
終
末
」
に
関
す
る
発
言
で
は
、
環
境
問
題
、

核
戦
争
そ
の
他
に
よ
る
人
類
滅
亡
の
よ
う
な
、
当
時
の
世
間
的
な
「
終
末
論
議
」
が
ま
ず
念
頭
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
の
差

異
は
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
石
原
が
ほ
ぼ
死
の
直
前
ま
で
（
彼
の
死
は
七
七
年
の
こ
と
で
あ
る
）
終

末
論
へ
の
拘
り
を
見
せ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
変
わ
り
は
な
く
、『
全
詩
集
』
へ
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
も
、
そ
れ
は
自
身
の
創
作
を
総
括

す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
、
そ
こ
に
黙
示
録
か
ら
の
一
節
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
、
終
末
論
が
彼
の
創
作
に
お
い
て
有
し
て
い
た
意
義

の
大
き
さ
を
改
め
て
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

二
、
個
人
の
終
末
と
世
界
の
終
末

そ
れ
で
は
、
石
原
の
創
作
に
お
け
る
終
末
論
の
意
義
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
手
が
か

り
を
得
る
た
め
に
、
ま
ず
七
二
年
の
「
終
末
に
お
び
え
る
な
」、
お
よ
び
七
三
年
の
『
半
刻
の
あ
い
だ
の
静
け
さ
』
の
内
容
に
一
瞥
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を
与
え
て
お
き
た
い
。

「
終
末
に
お
び
え
る
な
」
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
「
終
末
ブ
ー
ム
」
に
よ
り
煽
ら
れ
て
い
る
不

安
に
比
し
て
、
そ
の
終
末
の
実
感
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
終
末
観
が
扱
っ
て
い
る
の
は
、
実
際
に
は
「
人
類
」

や
「
民
族
」
と
い
っ
た
観
念
（
と
い
う
言
葉
を
石
原
は
用
い
て
い
な
い
が
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
石
原
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
い
ま
の
べ
た
終
末
、
人
類
の
死
滅
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
た
と
え
ば
あ
と
三
十
年
〔
す
な
わ
ち
、
二
千
年
紀
で
世
界
は
終
わ
る
と

い
う
こ
と

―
引
用
者
〕
と
い
う
数
字
を
あ
げ
ら
れ
て
も
、 

な
ん
の
実
感
も
な
い
の
は
、
そ
れ
が
ひ
と
り
の
、
な
ま
身
の
人
間
の

生
に
、
じ
つ
は
な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。〔
…
…
〕
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
終
末
と
は
も
は
や
人
類
と
か
民
族
と
か
、

あ
る
い
は
部
落
と
か
の
規
模
で
考
え
て
も
し
か
た
の
な
い
も
の
、
た
だ
ひ
と
り
ひ
と
り
の
規
模
で
考
え
、
対
処
す
る
し
か
な
い
も
の

で
あ
る
。
各
人
は
各
人
に
固
有
な
終
末
、
死
を
も
つ
。
も
つ
は
ず
で
あ
る
」（
Ⅱ
二
三
九
）。

こ
う
し
た
見
解
は
、
自
身
の
抑
留
体
験
も
含
め
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
経
験
に
つ
い
て
、
石
原
が
そ
れ
以
前
か
ら
主
張
し
て
き

た
こ
と
と
正
確
に
対
応
し
て
い
る
。
同
じ
『
三
つ
の
集
約
』
の
「
１ 

ア
イ
ヒ
マ
ン
の
告
白
」
で
も
広
島
の
惨
劇
に
つ
い
て
、「
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
（
大
量
殺
戮
）
と
い
う
事
実
の
受
け
と
め
方
に
大
き
な
不
安
が
あ
る
」（
Ⅱ
二
三
三
）
と
し
、「
私
た
ち
が
い
ま
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
た
だ
ひ
と
つ
の
こ
と
、
そ
れ
は
大
量
殺
戮
の
な
か
の
ひ、

、

、

、

、

、

と
り
の
死
者
を
掘
り
お
こ
す
こ
と
で
あ
る
」（
Ⅱ
二
三
四
、
傍

点
は
原
文
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
観
念
と
し
て
の
全
体
の
中
へ
個
人
の
死
が
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
危
惧
は
、
石
原
が
そ
の

散
文
に
よ
る
執
筆
活
動
を
始
め
た
と
き
か
ら
表
明
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る（

５
）。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
終
末
は
個
人
の
死
と
し
て
し
か
あ
り
え
な
い
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
世
界
自
体
の
終
末
を
問
題
に
す
る
こ

と
、
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
け
る
終
末
論
は
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
石
原
は
そ
の
よ
う

に
も
考
え
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
七
三
年
の
『
半
刻
の
あ
い
だ
の
静
け
さ
』
を
見
て
み
た
い
。

石
原
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
黙
示
録
八
章
一
節
の
「
第
七
の
封
印
を
解
き
給
ひ
た
れ
ば
、
凡
そ
半
時
の
あ

二
七

世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に



ひ
だ
天
静
な
り
き
」
と
い
う
句
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
七
つ
の
巻
物
の
封
印
が
子
羊
に
よ
っ
て
解
か
れ
て
ゆ
き
、
七
つ
め
が
解
か
れ

た
後
、
今
度
は
七
つ
の
喇
叭
が
吹
き
鳴
ら
さ
れ
る
毎
に
、
次
々
と
災
厄
が
展
開
さ
れ
る
、
そ
の
大
音
響
が
世
界
を
支
配
す
る
直
前
に

「
半
時
間
の
間
、
天
に
静
け
さ
が
あ
っ
た
」
と
い
う
情
景
、
い
わ
ば
待
機
の
瞬
間
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
石
原
は
、

「
昨
今
の
終
末
論
議
」
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
待
つ
」
と
い
う
と
き
、
私
た
ち
は
、
待
た
れ
る
も
の
（
あ
る
い
は
待
ち
た
く
な
い
も
の
）
の
出
現
だ
け
が
、
待
つ
こ
と
の
す
べ

て
の
意
味
だ
と
思
い
が
ち
で
あ
る
。
昨
今
の
終
末
論
議
の
性
急
さ
の
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
到マ

マ

錯
し
た
発
想
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
し
か
し
、
待
つ
こ
と
が
お
そ
ら
く
は
そ
の
ま
ま
生
き
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
待
つ
こ
と
が
生
き
る
こ
と
と
ま
さ
に
等
価
で

あ
る
こ
と
の
保
証
こ
そ
、
こ
の
「
猶
予
」
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。（
Ⅱ
三
一
四
―
三
一
五
）

「
終
末
論
議
」
の
関
心
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
終
末
が
訪
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
肯
定
的
な

も
の
で
あ
れ
、
否
定
的
な
も
の
で
あ
れ
、
未
来
に
何
ら
か
の
終
わ
り
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
で
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
終

わ
り
を
目
的
と
言
っ
て
も
よ
い
）
を
措
定
す
る
こ
と
自
体
、
そ
れ
を
「
待
つ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
（「
待
つ
」
と
い
う
行
為
は
そ

れ
以
外
の
形
で
は
あ
り
え
な
い
）、
そ
こ
に
「
猶
予
」
と
い
う
形
で
生
じ
る
時
間
こ
そ
が
「
生
」
な
の
で
は
な
い
か
、
と
石
原
は
言

う（
６
）。
と
く
に
世
界
の
終
末
の
場
合
、
そ
れ
は
死
と
い
う
絶
対
的
な
終
わ
り
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
死
か
ら
生
が
生
じ
る
の
だ
と
い
う
こ

と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
生
は
石
原
の
言
う
「
な
ま
身
の
人
間
の
生
」
と
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
世
界
に
お
け
る
こ
う
し
た
終
末
論
的
風
潮
の
蔓
延
に
は
、「
私
た
ち
の
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
か
ら
は
、
意
味
と
い
う

も
の
は
窮
極
的
に
失
な
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
」（
Ⅱ
三
一
五
）
と
い
う
認
識
が
関
わ
っ
て
い
る
と
石
原
は
考
え
る
。
し
か
し
、
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意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
限
り
、
我
々
は
意
味
が
「
失
わ
れ
て
い
る
」
と
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
以
上
、「
本
来

こ
の
よ
う
な
認
識
が
始
ま
る
の
は
、
意
味
が
窮
極
的
に
回
復
さ
れ
た
場
所
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
Ⅱ
三
一
五
）。
つ

ま
り
、
こ
の
認
識
は
「
す
で
に
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
Ⅱ
三
一
五
）。
意
味
が
窮
極
的
に
回
復
さ
れ
る

の
は
、
終
末
後
に
訪
れ
る
世
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
世
界
か
ら
意
味
が
失
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
は
、「
私
た
ち
に

と
っ
て
す
で
に
終
末
が
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」（
Ⅱ
三
一
五
）
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
う
し
た
論
理
は
、
終
末
が
訪
れ
た

後
に
「
意
味
が
回
復
さ
れ
る
」、
す
な
わ
ち
世
界
が
救
済
さ
れ
る
と
す
る
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、

終
末
を
起
点
と
し
て
生
の
時
間
が
生
じ
る
の
と
同
様
、
世
界
の
意
味
も
終
末
を
起
点
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、

こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
世
界
と
い
う
全
体
性
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
世
界
の
終
末
と
そ
の
始
源
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
世
界
が
終
わ
る
、
無
に
帰
す
と
い
う
の
は
、
世
界
が
始

ま
っ
た
、
無
か
ら
生
じ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
石
原
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
世
界
は
そ
の
終

点
を
起
点
と
し
、
そ
こ
か
ら
時
間
、
生
、
歴
史
と
い
っ
た
も
の
も
生
じ
て
く
る
の
で
あ
り
、「
な
ま
身
の
人
間
の
生
」
も
そ
う
し
た

世
界
で
営
な
ま
れ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

三
、
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に
（
一
）
―
―
ユ
ー
モ
ア
、
終
末
と
日
常

こ
う
し
て
終
末
か
ら
生
じ
る
世
界
と
歴
史
の
構
造
、
お
よ
び
個
人
の
生
の
連
関
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か

―
「
終
末
に
お
び
え

る
な
」
を
含
む
『
三
つ
の
集
約
』
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
石
原
の
詩
《
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に
》
は
、
こ
の
問
い
に
一

つ
の
答
え
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
以
下
で
こ
の
詩
の
読
解
を
行
な
っ
て
み
た
い
。

ち
な
み
に
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
の
「
終
末
ブ
ー
ム
」
の
中
心
に
あ
っ
た
と
も
言
え
る
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
の
予
言
が
四
行
詩
と
い

二
九

世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に



う
形
式
を
と
っ
て
い
た
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
終
末
論
議
」
と
は
、
あ
る
面
で
は
詩
の
解
釈
論
議
だ
っ
た
の
で
あ

り
、
歴
史
が
詩
的
形
象
の
読
解
と
し
て
あ
る
こ
と
を
、
人
々
は
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に
認
め
て
い
た
の
で
あ
る（

７
）。

さ
て
、
詩
《
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に
》
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
行
番
号
は
引
用
者
に
よ
る
）。

１　

世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に

２　

か
ぜ
を
ひ
く
な

３　

ビ
ー
ル
ス
に
気
を
つ
け
ろ

４　

ベ
ラ
ン
ダ
に

５　

ふ
と
ん
を
干
し
て
お
け

６　

ガ
ス
の
元
栓
を
忘
れ
る
な

７　

電
気
釜
は

８　

八
時
に
仕
掛
け
て
お
け
（
Ⅰ
三
五
四
―
三
五
五
）

ま
ず
、
タ
イ
ト
ル
を
な
す
第
一
行
か
ら
第
二
行
に
か
け
て
の
、
あ
る
種
の
ユ
ー
モ
ア
に
着
目
し
た
い
。
こ
れ
か
ら
自
分
が
死
ぬ
こ

と
は
確
実
な
の
に
、「
か
ぜ
を
ひ
く
な
」
と
呑
気
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
可
笑
し
み
で
あ
る
。
こ
の
ユ
ー
モ
ア
は
、
と
く
に
こ
の
詩

が
朗
読
さ
れ
た
場
合
に
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に
」
と
厳
粛
に
読
み
だ
さ
れ
た
後
で
、
一
呼
吸
置

い
て
「
か
ぜ
を
ひ
く
な
」
と
い
う
あ
ま
り
に
日
常
的
な
（
そ
し
て
簡
潔
な
）
忠
告
が
続
く
と
き
、
そ
の
落
差
に
聴
衆
か
ら
は
笑
い
が

起
き
か
ね
な
い
。

こ
の
ユ
ー
モ
ア
は
、
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
の
小
論
『
ユ
ー
モ
ア
』（
一
九
二
七
）
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
類
似
し
て
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い
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
小
話
を
引
い
て
い
る
。「
月
曜
日
、
絞
首
台
に
引
か
れ
て
行
く
罪
人
が
『
ふ
ん
、
今
週
も

幸
先
が
い
い
ら
し
い
ぞ
』
と
い
っ
た（

８
）」。
そ
れ
か
ら
フ
ロ
イ
ト
は
自
身
の
精
神
分
析
理
論
に
沿
っ
て
、
こ
の
小
話
を
分
析
し
て
ゆ
く

の
だ
が
、
一
言
で
言
っ
て
、
こ
こ
で
の
ユ
ー
モ
ア
の
源
泉
は
「
自
我
の
不
可
侵
性
の
貫
徹（

９
）」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
現
実
の
側
か

ら
の
要
求
〔
フ
ロ
イ
ト
の
言
う
現
実
原
則
に
対
応
す
る

―
引
用
者
〕
の
拒
否
と
快
感
原
則
の
貫
徹）

（1
（

」
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
そ
の
考
察
の
過
程
で
、
罪
人
が
次
の
よ
う
な
所
見
を
口
に
し
た
場
合
を
仮
定
し
て
い
る
。「
こ
ん
な
こ
と
は
俺
に
は

何
で
も
な
い
。
俺
み
た
い
な
奴
が
吊
る
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
何
で
も
な
い
じ
ゃ
あ
な
い
か
。
ま
さ
か
そ
の
た
め
に
世、

、

、

、

、

、

、

、

界
が
滅
ん
で
し
ま

う、

と
い
う
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
し
」（
傍
点
は
引
用
者）

（（
（

）。
フ
ロ
イ
ト
の
意
見
で
は
、
こ
の
所
見
は
ま
っ
た
く
正
し
い
「
現
実
評
価
」

で
は
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
が
ゆ
え
に
「
現
実
の
拒
否
」
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
い
ま
だ
ユ
ー
モ
ア
で
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

「
現
実
評
価
」
が
正
し
い
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
こ
の
小
話
で
重
要
な
の
は
「
月
曜
日
」、「
今
週
」
と
い
う
暦、

に
言
及
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
週
の
始
ま
り
に
「
今
週
も
」
と
発
語
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
「
今
週
」
が
そ
の
ま
ま
続
い
て
ゆ
く
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
。
こ
の
発
語
自
体
、
世
界
の
不
動
性
の
証
し
で
あ
り
、
罪
人
の
死
は
そ
の
不
動
性
、
こ
の
場
合
な
ら
暦
と
い
う
時
間
構

造
に
な
ん
ら
影
響
を
与
え
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
罪
人
の
自
我
は
二
つ
に
分
裂
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
は
こ
れ
か
ら
自
分
は
死
ぬ
の
だ
と
知
っ
て
い
る
自

我
、
一
方
は
「
自
分
は
『
今
週
も
』
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
今
週
は
そ
の
ま
ま
続
い
て
ゆ
く
は
ず
だ
」
と
考
え
る
自
我
で
あ
る
。

実
際
、
フ
ロ
イ
ト
は
そ
の
後
の
議
論
で
ユ
ー
モ
ア
に
つ
い
て
、
自
我
の
二
重
化
と
し
て
の
自
我
と
超
自
我
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら

考
察
を
続
け
て
ゆ
く
。
彼
に
よ
れ
ば
ユ
ー
モ
ア
の
本
質
は
、
ユ
ー
モ
ア
小
説
に
お
い
て
作
家
が
登
場
人
物
を
描
く
よ
う
に
（
フ
ロ
イ

ト
が
こ
こ
で
文
学
の
例
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
）、
二
者
の
う
ち
の
一
方
が
他
方
を
、
子
に
対
す
る
親
の

よ
う
な
優
越
的
な
位
置
か
ら
見
る
こ
と
に
存
す
る
。
罪
人
の
小
話
は
、
そ
の
二
者
が
一
人
の
う
ち
に
存
在
す
る
場
合
で
あ
り
、
そ
れ

が
自
我
と
超
自
我
で
あ
る
。

三
一

世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に



周
知
の
通
り
、
フ
ロ
イ
ト
に
お
け
る
超
自
我
と
は
、
親
に
象
徴
さ
れ
る
位
置
が
自
我
の
う
ち
に
取
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
暦

を
も
含
む
法
、
端
的
に
言
っ
て
言
語
的
秩
序
を
体
現
す
る
。
ユ
ー
モ
ア
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
超
自
我
に
過
分
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
給

付
し
、
こ
の
過
剰
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
た
超
自
我
を
通
じ
て
、
自
我
の
外
界
〔
現
実
と
言
い
換
え
ら
れ
う
る

―
引
用
者
〕
に
た
い

す
る
反
応
様
式
を
変
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る）

（1
（

」。
つ
ま
り
、
罪
人
の
小
話
の
場
合
な
ら
、「
今
週
は
そ
の
ま
ま
続
い
て
ゆ
く
は
ず
だ
」

と
考
え
る
自
我
が
勝
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
小
論
の
終
わ
り
で
、
自
我
に
対
す
る
「
口
喧
し
い
主
人
」
で
あ
る
は
ず

の
超
自
我
が
、
ユ
ー
モ
ア
に
お
い
て
は
「
自
我
を
慰
め
、
そ
れ
を
苦
悩
か
ら
守
ろ
う
と
す
る）

（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
暦
は
け
っ
し
て
人

間
の
生
に
嵌
め
ら
れ
る
枷
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
石
原
の
詩
で
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
罪
人
が
「
世
界
が
滅
ん
で
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
し
」
と
言
っ
て
い
た
、
そ

の
世
界
の
滅
亡
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
場
合
に
ユ
ー
モ
ア
は
成
立
す
る
の
か
と
い
う
問
い
が
生
じ
る
。
こ
こ
で
留
意

す
べ
き
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
小
話
に
お
い
て
は
主
人
公
が
死
刑
囚
で
あ
る
と
い
う
設
定
を
欠
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば

ユ
ー
モ
ア
は
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
主
人
公
は
単
に
生
の
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
確
実
に
死
ぬ
の

だ
と
い
う
こ
と
が
、
プ
ロ
ッ
ト
上
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
状
況
は
将
来
に
世
界
の
終
末
が
措
定
さ
れ
て
い

る
と
い
う
状
況
と
、
同
一
と
言
わ
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
相
似
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
石
原
は
『
終
末
に
お
び
え
る
な
』
の
中
で
、
こ
れ
か
ら
「
終
末
に
立
ち
会
う
世
代
」（
石
原
は
そ
こ
で
「
仮
に
西
暦

二
〇
〇
〇
年
ま
で
、
人
類
が
生
き
の
び
ら
れ
る
と
し
て
も
、
あ
と
三
十
年
た
ら
ず
で
あ
る
」〔
Ⅱ
二
三
八
〕
と
言
っ
て
い
る
）
の
状

況
を
「
完
全
に
未
来
が
な
い
、
そ、

、

、

、

、

、

こ
か
ら
先
を
完
全
に
切
り
お
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
か
ら
始
ま
り
、
そ
し
て
持
続
し
て
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
生
き
方
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
お
そ
ろ
し
い
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
」（
傍
点
は
原
文
）
と
形
容
し
、「
三
十

年
前
私
は
、
錯
覚
と
し
て
こ
の
恐
怖
を
経
験
し
た
」（
Ⅱ
二
三
八
―
二
三
九
）
と
述
べ
て
い
る
。「
三
十
年
前
」
と
は
単
純
計
算
で

一
九
四
二
年
、
日
中
戦
争
の
最
中
に
石
原
が
旧
満
洲
に
い
た
と
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
に
よ
り
個
人
に
下
さ
れ
る
死
を
、「
錯
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覚
と
し
て
」
と
留
保
を
つ
け
な
が
ら
も
、
世
界
の
終
末
と
相
似
的
に
、
つ
ま
り
構
造
と
し
て
は
同
一
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
フ
ロ
イ
ト
の
死
刑
囚
が
言
う
「
世
界
が
滅
ん
で
し
ま
う
と、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

い
う
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
し
」
と
い
う
所
見
で

も
、
フ
ロ
イ
ト
本
人
が
二
年
前
の
論
文
『
否
定
』（
一
九
二
五
）
で
論
じ
た
よ
う
な
事
態
が
起
こ
っ
て
お
り）

（1
（

、
そ
こ
に
は
あ
る
真
実

が
否
定
と
い
う
形
で
露
呈
し
て
い
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

石
原
は
『
現
代
詩
手
帖
』
一
九
七
三
年
一
月
号
の
鮎
川
信
夫
と
の
対
談
「
生
の
体
験
と
詩
の
体
験
と
」（『
海
へ
の
思
想
』
所
収
）

で
も
、
自
身
の
戦
中
体
験
に
つ
い
て
「
そ
の
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
分
っ
て
る
っ
て
こ
と
は
、
つ
ま
り
未
来
が
あ
る
時

点
で
先、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

を
断
ち
落
と
さ
れ
て
る
わ
け
で
す
ね
」（
傍
点
は
引
用
者
）
と
、
同
時
期
の
『
終
末
に
お
び
え
る
な
』
と
同
様
の
表
現
を
も

ち
い
て
述
べ
て
お
り
、「
そ
う
す
る
と
そ
れ
ま
で
の
間
何
を
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
考
え
る
わ
け
で
す
よ
。

結
局
つ
け
た
結
論
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
ど
お
り
普
通
に
勤
務
し
て
り
ゃ
い
い
ん
だ
っ
て
…
…
」
と
述
懐
す
る
。
そ
こ
か
ら
二
人
の

話
は
詩
《
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に
》
に
及
び
、
そ
の
少
し
先
で
石
原
は
「
そ
う
し
ま
す
と
、
結
局
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
に
向
っ
て
ど
う
し

よ
う
も
な
く
進
ん
で
い
く
過
程
は
、
日
常
性
そ
の
も
の
な
ん
で
す
ね
」（
Ⅲ
九
一
―
九
二
）
と
し
て
い
る
。

終
末
が
「
日
常
性
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
日
常
性
に
は
つ
ね
に
終
末
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
に
も
な
る
。
こ
れ
は
、
石
原
が
体
験
し
た
戦
争
の
よ
う
な
、
終
末
と
相
似
的
な
状
況
は
い
つ
で
も
生
じ
う
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
し
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
日
常
の
時
間
構
造
自
体
が
終
末
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
詩
《
世

界
が
ほ
ろ
び
る
日
に
》
に
つ
い
て
も
二
通
り
の
見
方
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、「
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に
／
か
ぜ
を
ひ
く
な
」
と

い
う
詩
行
を
、
字
義
通
り
、
終
末
が
日
常
性
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
言
明
と
見
る
場
合
と
、
逆
に
「
か
ぜ
を
ひ
く
な
」
と
い
う
日

常
に
実
は
「
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
」
が
潜
ん
で
い
る
と
見
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
構
造
は
そ
の
い
ず
れ
を
も
許
容
す
る
し
、
結

局
の
と
こ
ろ
両
者
は
同
一
で
あ
り
、
そ
う
し
た
つ
ね
に
終
末
を
孕
ん
だ
世
界
の
時
間
構
造
を
、
こ
の
詩
は
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
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ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
「
日
常
性
そ
の
も
の
と
し
て
の
終
末
」
と
い
う
思
考
形
態
の
う
ち
に
は
、
バ
ル
ト
神
学
の
石
原
へ
の
具
体

的
影
響
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
バ
ル
ト
は
世
界
の
「
時
間
」、
お
よ
び
世
界
の
救
済
後
の
「
永
遠
」
を
対
立

さ
せ
な
が
ら
も
、
そ
の
永
遠
が
顕
れ
る
の
は
、『
ロ
マ
書
』
十
三
章
十
一
節
で
言
わ
れ
る
「
瞬
間
」（
時
［kairos

］）
（1
（

）、「
そ
れ
自
身

は
時
間
の
中
の
ど
の
よ
う
な
瞬
間
で
も
な
い
時
間
と
時
間
の
間
の
『
瞬
間
』）

（1
（

」
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
あ
っ
て
は
終
末
と

は
「
歴
史
の
未
来
の
事
件
で
は
な
く
、
永
遠
と
時
間
の
接
点
（
＝
現
在
）
と
い
う
こ
と
に
な
る）

（1
（

」。

よ
り
一
般
的
に
理
解
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
終
末
論
を
見
て
も
、
例
え
ば
先
に
触
れ
た
「
千
年
紀
」
の
観
念
は
、
世
界
の
終
末

自
体
を
組
み
込
ん
だ
時
間
構
造
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
終
末
は
暦
を
無
化
す
る
カ
オ
ス
と
し
て
現
出
す
る
の
で
は
な
く
、

暦
の
秩
序
に
従
う
形
で
到
来
す
る
の
で
あ
る
。
石
原
も
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
例
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、「
二
十
世
紀
で
世
界
が
終
わ

る
」
と
い
う
形
で
、
無
意
識
の
う
ち
に
終
末
論
的
時
間
観
を
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
詩
に
お
い
て
も
終
末
は
、

「
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日、

に
」
と
い
う
よ
う
に
、
あ
る
特
定
の
日
付
に
お
い
て
訪
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
石
原
の
詩
に
お
け
る
超
自
我
は
、
暦
の
よ
う
な
象
徴
的
次
元
を
体
現
し
つ
つ
、
そ
こ
に
は
終
末
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
を
知
っ
て
い
る　

終
末
は
「
日
常
そ
の
も
の
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
フ
ロ
イ
ト
の
罪
人
の
超
自
我
が
「
個
人
の
死
な
ど
な
ん
と

い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
」
と
語
り
か
け
る
よ
う
に
、
石
原
の
詩
の
そ
れ
は
「
終
末
な
ど
な
ん
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
」
と
、『
三

つ
の
集
約
』
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
「
終
末
に
お
び
え
る
な
」
と
語
り
か
け
る
の
で
あ
る
。
石
原
の
詩
が
切
迫
的
で
あ
り
な
が

ら
も
ユ
ー
モ
ア
を
帯
び
る
の
は
、
お
そ
ら
く
は
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
。

四
、
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に
（
二
）

―
自
我
と
時
間
の
二
重
化

以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
改
め
て
詩
の
構
成
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
詩
は
「
世
界
」
と
い
う
語
で
始
ま
り
、
冒
頭
行
に
「
日
」
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と
い
う
語
、
な
い
し
単
位
を
含
み
、
最
終
行
に
「
時じ

」
と
い
う
単
位
（
こ
れ
は
「
時と
き

」
と
い
う
語
で
も
あ
る
）
を
含
む
。
こ
の
最
後

の
第
八
行
で
「
八
」
と
い
う
数
が
現
れ
、
形
式
と
内
容
が
一
致
し
て
、
構
造
が
完
結
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
で
は
詩
自
体
の
構
造

と
世
界
の
時
間
構
造
が
連
関
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

詩
を
構
成
す
る
文
は
す
べ
て
命
令
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
誰
に
対
す
る
命
令
で
あ
る
の
か
は
明
確
で
な
い
。「
か
ぜ
を
ひ
く
な
」

は
相
手
へ
の
忠
告
、
場
合
に
よ
っ
て
は
気
遣
い
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
し
、
続
く
命
令
は
、
昭
和
期
日
本
の
家
父
長
的
な
夫
か
ら

妻
へ
の
指
図
の
よ
う
に
も
読
め
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
あ
る
面
で
こ
れ
ら
は
日
常
生
活
か
ら
の
非
常
に
月
並
み
な
言
葉
の
コ
ラ
ー
ジ

ュ
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に
」
と
い
う
条
件
の
も
と
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
る
と
、
ま
っ
た
く
異
な
る
様
相
を
見
せ
、

命
令
の
対
象
は
曖
昧
化
さ
れ
る
こ
と
、
む
し
ろ
そ
れ
は
自
己
に
対
す
る
命
令
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
、
と
り
あ
え

ず
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ら
の
命
令
は
、
禁
止
の
終
助
詞
「
な
」
に
よ
る
も
の
と
、
準
備
を
表
す
動
詞
「
お
く
」
の
命
令
形
「
お
け
」
に
よ
る
も
の
の

交
代
を
な
し
て
い
る
。「
お
け
」
と
い
う
命
令
文
を
な
す
第
四
―
五
行
、
第
七
―
八
行
の
一
行
目
が
い
ず
れ
も
短
い
行
（
名
詞
と
助

詞
か
ら
な
る
五
拍
か
六
拍
の
行
）
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
う
し
た
シ
ン
メ
ト
リ
ー
構
造
を
強
め
て
い
る
。

た
だ
し
、
第
二
行
の
「
な
」
の
次
に
は
第
三
行
の
「
気
を
つ
け
ろ、

」
と
い
う
命
令
が
続
き
、
そ
の
点
だ
け
全
体
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー

構
造
が
崩
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
「
か
ぜ
を
ひ
く
な
」、「
ビ
ー
ル
ス
に
気
を
つ

け
ろ
」
は
、
同
じ
内
容
の
命
令
の
言
い
換
え
、
二
通
り
の
表
現
で
あ
る
が
、
第
二
行
に
つ
い
て
は
「
か
ぜ
」
と
い
う
語
が
、
こ
の
詩

を
含
む
詩
集
『
禮
節
』、
ひ
い
て
は
石
原
の
創
作
全
体
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
か
ぜ
」
は
本
来
「
気か

じ風
」
と
言
い
、「
気か

」
は
「
気き

」
の
音
韻
変
化
で
あ
る
。「
気
」
と
は
容
易
に
形
象
化
さ
れ
な
い
力
、
す
な
わ

ち
「
勢い

き

」
の
作
用
の
こ
と
で
あ
り
、
風
邪
と
い
う
病
も
、
そ
し
て
第
三
行
の
「
気
を
つ
け
る
」
と
い
う
行
為
も
、
語
義
的
に
言
う
な

ら
ば
、
等
し
く
そ
の
作
用
の
現
れ
な
の
で
あ
る）

（1
（

。
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一
方
で
第
三
行
は
「
ビ
ー
ル
ス
に
気
を
つ
け
ろ
」
と
、
風
邪
の
医
学
的
な
原
因
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
第
二
行
と
対
を
な
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
ビ
ー
ル
ス
は
電
子
顕
微
鏡
と
い
う
き
わ
め
て
大
掛
か
り
な
技
術
的
媒
介
を
経
た
う
え
で
し
か
知

覚
で
き
ず
、
五
感
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
直
接
的
な
知
覚
は
不
可
能
で
あ
る
。
人
に
と
っ
て
「
ビ
ー
ル
ス
」
は
実
質
的
に
概

念
で
あ
り
、「
気
」
と
同
様
、
言
語
的
に
し
か
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
だ
。
こ
う
し
て
人
は
結
局
、
ビ
ー
ル
ス
に
対
し

て
も
「
気
を
つ
け
る
」、
つ
ま
り
「
気
」
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
五
感
に
よ
り
知
覚
で
き
な
い
が

ゆ
え
に
、「
邪
気
」
の
よ
う
に
人
の
脅
威
と
な
り
う
る
。
黙
示
録
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
終
末
論
的
情
景
の
お
決
ま
り
の
形

象
に
疫
病
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に
」「
ビ
ー
ル
ス
に
気
を
つ
け
ろ
」
と
言
え
ば
（「
ほ
ろ
び、

、る
」、「
ビ、

　

、
ー
ル

ス
」
と
い
う
音
反
復
に
も
注
意
し
た
い
）、
容
易
に
そ
う
し
た
疫
病
が
連
想
さ
れ
る
の
だ
が
、
実
際
に
は
そ
れ
が
「
か
ぜ
」
で
あ
る

こ
と
、
つ
ま
り
そ
れ
は
疫
病
の
パ
ロ
デ
ィ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
や
は
り
こ
の
詩
の
可
笑
し
み
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
て
、
一
つ
の
命
令
の
分
岐
と
し
て
対
を
な
し
て
い
る
第
二
行
、
三
行
は
、「
か
ぜ
」
と
い
う
神
話
的
形
象
に
し
ろ
、「
ビ
ー

ル
ス
」
と
い
う
科
学
的
概
念
に
し
ろ
、「
世
界
」
が
言
語
的
に
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
世
界
の
時
間
が

暦
（
日か

読、

、み
）
と
い
う
形
で
言
語
的
に
組
織
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
行
の
「
ひ
く
な
」
は
第
六
行
の
「
忘
れ

る
な
」
と
文
法
的
に
押
韻
し
て
お
り
、
か
つ
第
三
行
の
「
気
を
つ
け
ろ
」
は
、
意
味
的
に
は
や
は
り
六
行
目
の
「
忘
れ
る
な
」
と
ほ

ぼ
同
義
で
あ
る
。
第
二
行
と
第
三
行
の
対
の
一
体
性
は
、
こ
う
し
た
第
六
行
と
の
二
重
の
呼
応
に
よ
り
強
め
ら
れ
て
お
り
、
結
果
と

し
て
全
体
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
構
造
も
保
た
れ
る
の
だ
と
言
え
る
。

続
く
第
四
―
五
行
の
「
ふ
と
ん
を
干
し
て
お
け
」
と
い
う
命
令
は
、
第
二
―
三
行
の
「
か
ぜ
を
ひ
く
な
」
と
い
う
命
令
の
延
長
の

よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、「
か
ぜ
」（
風
）
の
形
象
か
ら
の
「
ベ
ラ
ン
ダ
」
と
い
う
戸
外
の
形
象
の
連
想
、
ま
た
行
頭
に
並
ん
だ
「
ビ

ー
ル
ス
」、「
ベ
ラ
ン
ダ
」
と
い
う
外
来
語
が
な
す
、b-r 

と
い
う
子
音
反
復
に
よ
る
疑
似
的
頭
韻
等
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
方
で
、
こ
の
布
団
の
日
干
し
の
形
象
は
、
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
主
題
を
導
入
し
て
い
る
。
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（
一
）
夜
（
布
団
）
と
昼
（
太
陽
）
と
の
差
異
化
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
交
代
と
し
て
の
「
日
」
と
い
う
単
位
か
ら
導
入
さ
れ
る
暦

の
主
題
。
第
四
―
五
行
の
命
令
、「
お
け
」
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
昼
（
日
）
に
行
な
う
夜
の
準
備
で
あ
る
が
、
一
方
で
第
七
―

八
行
の
「
お
け
」
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
就
寝
前
、
夜
に
行
な
う
翌
日、

へ
の
準
備
で
あ
る）

（1
（

。
こ
れ
ら
第
四
―
五
行
、
第
七
―
八
行

で
暗
示
さ
れ
る
睡
眠
と
食
事
は
、
人
間
の
生
の
維
持
に
絶
対
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、「
日
」
と
い
う
暦
の
単
位
を
分

節
す
る
、
い
わ
ば
儀
式
的
性
格
を
持
つ）

11
（

。
実
際
、
第
八
行
に
は
「
日
」
を
さ
ら
に
分
節
化
す
る
「
時
」
と
い
う
単
位
が
現
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、「
日
」
と
い
う
観
念
は
そ
れ
自
体
、
反
復
性
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
今
日
が
「
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
」、

す
な
わ
ち
最
後
の
日
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
は
変
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
。
睡
眠
と
は
意
識
の
喪
失
、
忘
却
で
あ
り
、
さ
ら

に
は
死
の
擬
態
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
今
日
と
い
う
日
に
明
日
と
い
う
日
が
続
く
の
だ
と
考
え
る
こ
と
、
こ
れ
が
こ
の
詩
の
超
自
我

の
要
請
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（
二
）
地
球
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
と
し
て
の
太
陽
か
ら
導
入
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
主
題
。
第
六
行
の
や
は
り
行
頭
に
置
か
れ

た
外
来
語
の
「
ガ
ス
」、
そ
し
て
次
行
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
電
気
」
も
、
い
ず
れ
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
わ
る
形
象
で
あ
る
。『
三
つ

の
集
約
』
の
「
３ 

終
末
に
お
び
え
る
な
」
が
「
１ 
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
告
白
」
で
の
広
島
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
関
す
る
記
述
と
密
接
に

関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
放
射
能
に
よ
る
汚
染
が
、
五
感
に
よ
っ
て
は
知
覚
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
ビ
ー
ル
ス
」

と
同
様
、
人
に
脅
威
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
連
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
六
行
の
「
ガ
ス
」
が
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
に
遠
く
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
第
二
行
の
「
か
ぜ
」
が
終
末
的
疫
病
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
詩
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
形

象
で
は
、
終
末
的
・
全
体
的
災
厄
と
個
人
的
日
常
が
重
な
り
あ
っ
て
い
る
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
も
ま
た
日
常
を
な
す

時
間
構
造
の
中
に
す
で
に
終
末
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
『
三
つ
の
集
約
』
の
「
２ 

日
常
か
ら
の
脱
出
」
を
参
照
し
て
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
の
石
原
の
主
張
は
、「
日
常
か
ら
の
脱
出
」
は
あ
り
え
な
い
と
い
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う
こ
と
に
尽
き
る
。「
い
ま
に
し
て
思
え
ば
、
戦
争
は
私
に
、
日
常
を
の
が
れ
る
こ
と
の
不
可
能
を
教
え
た
唯
一
の
場
で
あ
っ
た
。

い
か
に
遠
く
へ
へ
だ
た
ろ
う
と
、
ど
の
よ
う
な
極
限
へ
追
い
こ
ま
れ
よ
う
と
、 

そ
こ
で
待
ち
う
け
て
い
る
の
は
か
な
ら
ず
日
常
で
あ

る
」（
Ⅱ
二
三
七
）。
こ
の
終
末
で
す
ら
日
常
と
化
す
事
態
は
鮎
川
信
夫
と
の
対
談
で
も
語
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
石
原
は
端
的
に

「
日
常
と
は
、
日
常
の
『
異
常
さ
』
の
謂
で
あ
る
」（
Ⅱ
二
三
七
）
と
定
式
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日、

常
、
す
な
わ
ち
「
日
」
に
体
現

さ
れ
る
時
間
構
造
に
は
、
そ
れ
と
は
「
異
」
な
る
も
の
が
す
で
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

他
方
で
、
こ
の
詩
に
お
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
形
象
は
、
さ
ら
に
別
な
意
味
で
も
時
間
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
形
象
と
共
に

「
お
け
」
と
い
う
命
令
の
形
で
二
度
繰
り
返
し
て
現
れ
る
動
詞
「
お
く
」
は
、
準
備
を
表
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
準
備
と
い
う
こ

と
自
体
、
あ
る
時
間
性
を
示
し
て
い
る
。
布
団
を
太
陽
光
に
よ
り
温
め
た
り
、
米
を
電
気
に
よ
る
熱
で
炊
い
た
り
す
る
、
す
な
わ
ち
、

熱
力
学
第
二
法
則
に
抗
し
て
物
質
を
一
定
の
温
度
に
ま
で
上
げ
、
保
つ
こ
と
は
、
点
か
ら
点
へ
瞬
時
に
移
動
す
る
よ
う
に
行
な
う
こ

と
は
で
き
ず
、
持
続
と
し
て
の
時
間
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
た
め
の
時
間
を
見
越
す
こ
と
が
、
準
備
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。

例
え
ば
、「
電
気
釜
は
／
八
時
に
仕
掛
け
て
お
け
」
と
い
う
の
は
、
八
時
に
米
が
炊
け
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
そ
れ

に
か
か
る
時
間
を
見
越
し
、
そ
こ
か
ら
逆
算
し
て
準
備
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
行
為
の
起
点
は
現
在
で
は
な

く
、
未
来
な
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
終
末
論
的
世
界
把
握
と
の
相
似
性
が
あ
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
八
時
」
と
い
う

時
刻
は
反
復
的
単
位
で
は
な
く
、
時
間
の
切
断
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
た
ら
意
味
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
区
切
り
、
逆
に
言
う

な
ら
、
そ
れ
を
起
点
と
し
て
意
味
が
生
じ
て
く
る
よ
う
な
区
切
り
を
つ
け
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
時
刻
や
日
付
と
い
っ
た
暦
は
反

復
的
本
質
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
切
断
的
本
質
も
持
つ
。
暦
の
分
節
が
、
差
異
化
と
い
う
切
断
に
よ
り
な
さ
れ
た
こ
と
を
思
い

返
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
詩
の
場
合
な
ら
、
第
八
行
の
「
八
時
」
と
い
う
時
刻
で
完
結
す
る
こ
と
で
全
体
の
構
造
が
組
織
さ
れ
、

そ
こ
か
ら
遡
行
的
に
種
々
の
意
味
が
生
じ
て
く
る
。
世
界
も
ま
た
同
様
の
構
造
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
第
七
―
八
行
の
「
電
気
釜
」
の
形
象
は
、
す
で
に
見
た
通
り
、
第
五
行
の
「
ふ
と
ん
」
の
形
象
と
共
に
睡
眠
の
モ
チ
ー
フ
と
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結
び
つ
く
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
準
備
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
必
要
な
時
間
を
見
越
す
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
夜
の
睡
眠
時
に
は
意
識

が
失
わ
れ
る
た
め
、
そ
れ
に
備
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
に
タ
イ
マ
ー
と
い
う
「
仕
掛
け
」

が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
行
な
う
の
は
意
識
を
失
う
自
我
に
対
処
す
る
自
我
、
超
自
我
と
し
て
自
我
の
う
ち
に
と
り

こ
ま
れ
た
他
者
で
あ
る
。
こ
こ
で
電
気
釜
の
タ
イ
マ
ー
を
「
仕
掛
け
る
」
こ
と
は
、
電
気
釜
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
こ
と
を
他
者
に

依
頼
す
る
の
と
同
じ
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
他
者
の
取
り
込
み
と
し
て
の
超
自
我
の
位
置
づ
け
は
分
か
り
や

す
い
だ
ろ
う
。
こ
の
詩
に
お
け
る
自
我
の
二
重
化
（
お
よ
び
自
己
へ
の
命
令
）
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
も
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
総
括
す
る
な
ら
、
こ
の
詩
に
体
現
さ
れ
て
い
る
時
間
構
造
は
、
二
種
類
の
時
間
性
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一

つ
は
持
続
的
時
間
性
で
あ
り
、
こ
れ
は
物
質
に
固
有
の
時
間
性
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
時
刻
や
日
付
の
よ
う
な
暦
の
形
で
現
れ
る
、

（
反
復
的
で
あ
る
と
同
時
に
）
切
断
的
時
間
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
究
極
的
に
は
死
、
終
末
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体

が
他
者
の
介
入
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
介
入
に
対
処
す
る
た
め
に
、
自
我
も
ま
た
自
ら
の
う
ち
に
他
者
を
取
り
入
れ
、
二
重
化
す

る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
時
間
性
は
、
実
際
に
は
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
持
続
的
時
間
性
は
切
断
的
時
間
性
の
介
入
な
し
に

は
生
じ
え
な
い
。
そ
れ
は
目
的
＝
終
わ
り
が
措
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て
、
そ
う
し
た
目
的
の
状
態
へ
の
瞬
時
の
点
的
な
移
行

を
阻
害
す
る
、
物
質
的
抵
抗
と
し
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
持
続
的
時
間
性
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
際
、
し
ば
し
ば
引
用
さ

れ
る
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創
造
的
進
化
』（
一
九
〇
七
）
の
次
の
一
節
を
見
て
み
よ
う
。

一
杯
の
砂
糖
水
を
こ
し
ら
え
〔
準
備
し
〕
よ
う
と
す
る
場
合
［Si je veux m

e préparer

］、
と
に
も
か
く
に
も
砂
糖
が
溶
け
る
の

を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
［je dois attendre

］。
こ
の
小
さ
な
事
実
の
教
え
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
け
だ
し
、
私
が
待
た
ね
ば
な
ら

ぬ
時
間
［le tem

ps que j’ai à attendre

］
は
も
は
や
あ
の
数
学
的
な
、
す
な
わ
ち
物
質
界
の
全
歴
史
が
か
り
に
空
間
内
に
一
挙
に

三
九
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く
り
拡
げ
ら
れ
た
ば
あ
い
に
も
や
は
り
ぴ
っ
た
り
そ
れ
に
当
て
が
わ
れ
る
よ
う
な
時
間
で
は
な
い
。
そ
れ
は
私
の
待
ち
ど
お
し
さ

に
、
す
な
わ
ち
私
に
固
有
な
、
勝
手
に
伸
ば
し
も
縮
め
も
で
き
な
い
持
続
の
あ
る
一
齣
に
合
致
す
る
。
こ
れ
は
も
は
や
考
え
ら
れ

た
も
の
で
は
な
い
、
生
き
ら
れ
た
も
の
［du vécu

］
で
あ
る
。
も
は
や
関
係
で
は
な
く
、
絶
対
に
か
か
わ
る
も
の
だ）

1（
（

。

こ
の
よ
う
に
、
持
続
的
時
間
性
が
生
じ
る
た
め
に
は
、「
砂
糖
水
を
こ
し
ら
え
る
」、
す
な
わ
ち
砂
糖
が
水
の
中
に
完
全
に
溶
け
た

状
態
を
目
的
と
し
て
措
定
す
る
主
体
、「
私
」
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
時
間
性
は
「
私
」
が
「
待
つ
」
と
い
う
こ
と
の
う

ち
に
し
か
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
「
生
き
ら
れ
た
も
の
」、
生
の
時
間
性
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
切
断
的
時
間
性
が
究
極
的
に
は
死
、
終
末
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
持
続
的
時
間
性
は
死
か
ら
生
じ
た
生
、
死
を
媒
介
と
し

た
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
石
原
の
『
半
刻
の
あ
い
だ
の
静
け
さ
』
で
は
世
界
の
意
味
も
ま
た
終
末
を
起
点
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
先
に
見
た
が
、
そ
こ
に
は
「
実
に
復
活
し
た
者
の
み
が
、
真
に
生
き
生
き
と
死
を
語
り
う
る
」（
Ⅱ
三
一
五
）
と
い
う
印

象
深
い
一
節
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
神
学
と
詩
学
の
交
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
同
じ
テ
ク
ス
ト
で
石
原

は
文
語
訳
聖
書
に
つ
い
て
「
私
は
聖
書
を
読
む
と
き
、
無
意
識
の
う
ち
に
詩
的
な
発
想
を
さ
が
し
求
め
て
い
る
こ
と
が
多
い
」（
Ⅱ

三
一
四
）
と
述
べ
て
い
る
）。
有
限
で
閉
じ
て
い
る
こ
と
、
石
原
の
語
彙
を
も
ち
い
る
な
ら
「
輪
郭
」
を
持
つ
こ
と）

11
（

、
つ
ま
り
形
式

か
ら
こ
そ
作
品
の
生
は
生
じ
る
の
で
あ
る
。

『
半
刻
の
あ
い
だ
の
静
け
さ
』
で
は
、
ま
ず
冒
頭
に
黙
示
録
八
章
一
節
の
句
「
第
七
の
封
印
を
解
き
給
ひ
た
れ
ば
、
凡
そ
半
時
の

あ
ひ
だ
天
静
な
り
き
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
興
味
深
い
の
は
、
本
文
で
は
石
原
は
そ
の
句
の
「
半
時、

」
を
な
ん
の
断
り
も
な
く

「
半
刻、

」（
Ⅱ
三
一
四
、
傍
点
は
引
用
者
）
と
書
き
換
え
、
タ
イ
ト
ル
も
そ
の
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
あ
ひ
だ
」

と
い
う
時
間
性
を
出
現
さ
せ
る
切
断
、
こ
の
場
合
は
高
ら
か
に
鳴
り
響
く
喇
叭
の
大
音
響
の
切
断
性
（「
先
を
完
全
に
切
り
お
と
さ

れ
て
い
る
」）
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
半、

時
」
と
い
う
の
は
、
正
確
に
半
時
間
と
い
う
よ
り
は
、
単
に
わ
ず
か
な
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時
間
を
指
す
表
現
で
あ
る
と
い
う
が）

11
（

、
そ
れ
は
そ
の
「
あ
ひ
だ
」
の
時
間
が
け
っ
し
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
い
つ
か
必
ず
中

断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
こ
の
時
間
は
い
わ
ば
切
迫
し
た
静
謐
と
い
う
も
の
に
な
り
、
そ

こ
で
自
我
は
危
機
的
に
二
重
化
す
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
ユ
ー
モ
ア
を
も
生
じ
さ
せ
る
。
石
原
は
自
ら
の
創
作
を
お
そ
ら
く
は
そ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
七
七
年
刊
『
全
詩
集
』
へ
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
、
お
わ
り
に
―
―
石
原
吉
郎
の
死

死
を
起
点
と
し
た
生
に
つ
い
て
は
、
最
晩
年
の
石
原
に
《
死
》
と
題
す
る
詩
が
あ
る
。

死
は
そ
れ
ほ
ど
に
も
出
発
で
あ
る

死
は
す
べ
て
の
主
題
の
始
ま
り
で
あ
り

生
は
私
に
は
逆さ

か

向
き
に
し
か
始
ま
ら
な
い

死
を
〈
背
後
〉
に
す
る
と
き

生
は
は
じ
め
て
私
に
は
じ
ま
る

死
を
背
後
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

私
は
永
遠
に
生
き
る

私
が
生
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て

死
は
は
じ
め
て

生
き
生
き
と
死
に
な
る
の
だ
（
Ⅰ
四
五
二
―
四
五
三
）

四
一

世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に



特
に
後
半
の
五
行
と
『
半
刻
の
あ
い
だ
の
静
け
さ
』
に
お
け
る
「
実
に
復
活
し
た
者
の
み
が
、
真
に
生
き
生
き
と
死
を
語
り
う

る
」
と
い
う
く
だ
り
と
の
呼
応
は
明
白
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
が
一
九
七
七
年
の
『
現
代
詩
手
帖
』
十
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
ま
も
な

く
、
十
一
月
十
四
日
に
石
原
吉
郎
は
死
去
し
た
。
そ
れ
は
《
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に
》
が
書
か
れ
て
か
ら
五
年
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
謎
め
い
た
死
、
限
り
な
く
自
死
に
近
い
よ
う
に
も
見
え
る
そ
の
死
か
ら
遡
行
的
に
《
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に
》
と
い
う
詩
を
見

る
と
き
、
い
く
つ
か
気
づ
か
さ
れ
る
点
が
あ
る
。

日
常
的
な
意
味
で
の
死
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
こ
の
詩
の
中
で
唯
一
そ
れ
と
直
接
結
び
つ
く
形
象
は
、
第
六
行
の
「
ガ
ス
」
で

あ
る
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
日
常
性
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
の
詩
の
記
述
に
お
い
て
、
こ
れ
ば
か
り
は
「
ガ
ス
の
元

栓
を
忘
れ
る
」
と
凶
事
に
至
っ
て
し
ま
う
。
以
下
は
ま
っ
た
く
の
仮
説
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
こ
の
第
六
行
は
、
詩
の
執
筆
と
非
常

に
近
い
時
期
に
起
こ
っ
た
あ
る
事
件
と
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
一
九
七
二
年
四
月
十
六
日
の
川
端
康
成
ガ
ス
自
殺
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
二
年
前
、
七
〇
年
十
一
月
二
十
五
日
に
は
、
川
端
と
密
な
師
弟
関
係
に
あ
っ
た
三
島
由
紀
夫
が
切
腹
自
殺
を
し
て
い

る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
石
原
は
七
六
年
に
《
北
鎌
倉
寿
福
寺
》（
詩
集
『
足
利
』〔
石
原
の
死
後
、
七
七
年
刊
〕
所
収
）
と
い
う
詩

を
書
い
て
い
る
。

お
そ
ら
く
は
無
感
動
に　

そ
の
と
き
ま
で
見
続
け
た
も
の
が　

は
じ
め
て
生
者
の
目
で
あ
る
と
知
っ
た
と
き　

私
は
動
転
し
た
。

十
一
月
二
十
五
日
。
死
も
ま
た
行
為
と
な
り
う
る
地
点
に　

私
は
不
意
に
た
ち
も
ど
っ
た　

正
確
に
は
北
鎌
倉
寿
福
寺
の
背
面
で

あ
る
。（
Ⅰ
四
一
〇
）

石
原
は
三
島
の
死
に
様
に
つ
い
て
批
判
的
な
発
言
も
し
て
い
る
が
、
こ
の
詩
は
三
島
の
事
件
の
六
年
後
に
発
表
さ
れ
て
お
り
（
執

筆
時
期
は
定
か
で
な
い
）、
そ
の
影
響
力
の
持
続
が
感
じ
ら
れ
る
。「
無
感
動
に
…
…
動
転
し
た
」
と
い
う
の
は
、
石
原
の
そ
う
し
た

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
四
巻
　
第
二
号

四
二



ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
態
度
と
対
応
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
も
や
は
り
、
死
を
起
点
と
し
た
生
と
い
う
主

題
を
扱
っ
て
い
る
と
言
え
る
。「
そ
の
と
き
ま
で
見
続
け
た
も
の
が　

は
じ
め
て
生
者
の
目
で
あ
る
と
知
っ
た
」
と
い
う
の
は
、「
死

者
の
目
」
で
見
る
こ
と
も
ま
た
あ
り
う
る
の
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

最
晩
年
の
石
原
は
、
お
そ
ら
く
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
影
響
も
あ
り
、
小
刀
を
携
行
し
て
切
腹
の
真
似
事
を
繰
り
返
す
と
い
う
よ

う
な
奇
行
に
走
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
も
三
島
事
件
の
衝
撃
の
残
響
が
感
じ
ら
れ
る）

11
（

。
そ
う
で

あ
っ
て
み
れ
ば
、
一
九
七
二
年
、
日
本
で
「
終
末
ブ
ー
ム
」
が
起
こ
り
始
め
た
時
期
の
川
端
の
自
殺
も
、
石
原
に
そ
れ
な
り
の
イ
ン

パ
ク
ト
を
与
え
た
と
想
像
す
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
無
理
な
こ
と
と
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
バ
ル
ト
と
同
様
、
戦
前
か
ら
生

涯
に
わ
た
り
石
原
が
傾
倒
し
続
け
た
北
條
民
雄
と
川
端
の
関
係
を
考
え
て
み
て
も
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
、《
世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に
》
が
特
定
の
人
物
の
自
死
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
と
す
る
と
、
や
は
り
気
に
な
る
の

は
、
こ
の
詩
と
石
原
自
身
の
死
の
関
係
で
あ
る
。
ま
ず
、
彼
の
死
の
状
況
を
多
田
茂
治
に
よ
る
評
伝
に
従
っ
て
見
て
み
た
い）

11
（

。
石
原

は
十
一
月
十
三
日
、
知
人
の
詩
人
Ａ
子
に
電
話
し
、
翌
日
外
出
す
る
用
が
あ
る
の
で
、
朝、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

の
九
時
頃
電
話
で
起
こ
し
て
ほ
し
い
と
依

頼
し
た
。
Ａ
子
は
承
諾
し
、
翌
十
四
日
の
指
定
の
時
間
に
電
話
を
し
た
が
、
石
原
は
出
な
か
っ
た
の
で
、
し
ば
ら
く
間
を
置
い
て
再

度
電
話
し
た
と
こ
ろ
、
今
度
は
石
原
が
出
て
、
外
出
は
や
め
た
、
風
呂
の
ガ、

、ス
に
火
を
つ
け
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
か
ら
入
浴
す
る
と

言
っ
た
。
一
方
、
や
は
り
石
原
の
知
人
で
詩
人
の
Ｂ
子
も
十
四
日
に
石
原
に
電
話
を
し
た
が
出
ず
、
翌
十
五
日
に
電
話
を
し
て
も
出

な
か
っ
た
た
め
、
自
宅
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
石
原
は
浴
槽
で
死
亡
し
て
い
た
。
死
因
は
ア
ル
コ
ー
ル
を
摂
取
し
て
入
浴
し
た
こ
と
に

よ
る
急
性
心
不
全
で
、
推
定
死
亡
時
刻
は
十
四
日
午
前
十
時
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
石
原
は
Ａ
子
に
話
し
た
通
り
に
入
浴
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
石
原
の
死
も
ま
た
「
ガ
ス
」（
の
熱
）
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
Ｂ
子
が
Ａ
子
と
同
じ
日
に
石
原
に
電
話
を
し
た
の
か
は
さ
だ
か
で
な
い
が
、
石
原
が
Ｂ
子
に
Ａ
子
と
同
様
の
依
頼
を
し
て
い

た
と
い
う
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。
会
田
綱
雄
『〈
石
原
吉
郎
〉
に
関
す
る
ノ
ー
ト
』
に
よ
れ
ば
、
石
原
は
「
十
二
日
か
ら
十
三

四
三

世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に



日
、
十
三
日
か
ら
十
四
日
に
か
け
て
〔
…
…
〕
ア
ル
コ
ー
ル
を
絶
や
さ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る）

11
（

」。
そ
う
す
る
と
、
十
三
日
の
夜
、

石
原
は
飲
酒
し
て
い
た
た
め
に
翌
朝
起
き
ら
れ
る
自
信
が
な
か
っ
た
た
め
、
Ａ
子
に
モ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ル
を
依
頼
し
た
だ
け
だ
っ
た

の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
同
じ
会
田
の
『
ノ
ー
ト
』
に
よ
れ
ば
、
十
九
日
に
教
会
で
行
な
わ
れ
た
葬
儀
で
牧
師
は
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
立

場
か
ら
、
Ｑ
〔
石
原
の
こ
と
―
―
引
用
者
〕
の
死
を
〈
自
死
〉
と
規
定
し
て
み
せ
た
。
こ
れ
は
世
俗
の
〈
自
殺
〉
を
指
示
し
た
の
で

は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
に
お
け
る
〈
自
死
〉
な
の
で
あ
る）

11
（

」。
十
三
日
か
ら
十
四
日
に
か
け
て
の
石
原
の
行

動
が
最
初
か
ら
自
殺
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
石
原
の
Ａ
子
へ
の
（
そ
し
て
も
し
か
す
る
と
Ｂ
子
へ
の
）
依
頼
は
、

自
ら
の
死
が
す
ぐ
に
発
覚
す
る
た
め
に
「
仕
掛
け
」
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
（
当
時
、
石
原
の
妻
は
入
院
中
だ
っ
た
）。

Ａ
子
の
電
話
時
に
石
原
が
ま
だ
入
浴
前
で
あ
っ
た
の
は
、（
そ
れ
こ
そ
酩
酊
し
て
い
た
た
め
）
た
だ
予
定
が
ず
れ
て
し
ま
っ
た
だ
け

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
自
分
の
死
後
を
見
越
し
て
準
備
す
る
と
い
う
、
そ
れ
自
体
ご
く
普
通
の
行
動
（
遺
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
）
は
、
フ

ロ
イ
ト
の
罪
人
の
所
見
と
同
様
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
超
自
我
の
作
用
に
よ
る
。
そ
し
て
、
睡
眠
を
死
の
擬
態
と
と
る
な
ら

（
石
原
の
最
期
の
場
合
は
実
際
に
そ
う
で
あ
る
）、
そ
れ
は
電
気
釜
を
「
八
時
に
仕
掛
け
て
お
く
」
行
為
と
変
わ
り
な
い
。
た
だ
、
自

分
で
タ
イ
マ
ー
を
か
け
る
の
と
は
異
な
り
、
他
者
に
電
話
を
依
頼
す
る
こ
と
は
、
自
我
へ
の
他
者
の
取
り
込
み
で
あ
る
超
自
我
の
役

割
、
す
な
わ
ち
本
来
は
他
者
の
も
の
で
あ
っ
た
そ
の
役
割
を
、
再
度
他
者
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
自
ら
の
死

は
、
た
だ
他
者
に
よ
っ
て
し
か
認
知
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
他
者
へ
の
超
自
我
の
役
割
の
移
譲
は
、
こ
の
場
合
本
質
的
な
意
味

を
持
つ
。
詩
が
第
八
行
の
翌
日
「
八
時
」
で
完
結
し
た
よ
う
に
、
自
ら
の
死
は
他
者
か
ら
の
翌
日
の
電
話
に
よ
り
初
め
て
出
来
事
と

な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
石
原
の
死
を
自
死
と
断
定
す
る
こ
と
は
、
根
本
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
彼
が
何
事
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も
な
く
入
浴
を
済
ま
せ
た
場
合
（
そ
の
可
能
性
も
あ
り
え
た
）、
他
者
か
ら
の
電
話
は
あ
り
ふ
れ
た
日
常
の
一
コ
マ
と
し
て
終
わ
っ

た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
石
原
は
自
ら
の
死
に
お
い
て
も
終
末
と
日
常
の
同
一
性
を
生
き
た
の
だ
と
言
う
べ
き
な
の
か
も

し
れ
な
い）

11
（

。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
他
者
の
存
在
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
１
）　

石
原
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
以
下
か
ら
行
な
い
、
巻
数
と
頁
数
を
括
弧
内
に
示
す
。『
石
原
吉
郎
全
集
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
』、
花
神
社
、
一
九
七
九
、
八
〇
、

八
〇
年
。

（
２
）　

村
上
陽
一
郎
「
終
末
論
の
構
造
と
預
言
」、
樺
山
紘
一
編
『
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
と
ル
ネ
サ
ン
ス
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
二
二
―
三
二
五
頁
。

（
３
）　

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
『
ロ
ー
マ
書
講
解
釈 

下
』（
小
川
圭
治
、
岩
波
哲
男
訳
）、
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
、
四
六
〇
頁
。

（
４
）　
『
聖
書
と
言
葉
』（『
本
の
広
場
』、
一
九
七
五
年
五
月
号
）。「『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
の
周
辺
」（
北
村
太
郎
と
の
対
談
、『
詩
学
』、

一
九
七
五
年
六
月
号
）。『
随
想
』（『
一
期
一
会
の
海
』〔
一
九
七
八
〕
所
収
、
一
九
七
五
年
七
月
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）。『
教
会
と
軍
隊
と
私
』（『
断

念
の
海
か
ら
』〔
一
九
七
六
〕
所
収
、
一
九
七
五
年
十
一
月
執
筆
）。

（
５
）　
『
現
代
詩
手
帖
』
一
九
六
九
年
二
月
号
初
出
の
『
確
認
さ
れ
な
い
死
の
中
で
』
参
照
。
こ
の
よ
う
に
石
原
が
散
文
に
よ
る
執
筆
を
始
め
た
の
は
か
な

り
遅
く
、
そ
れ
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
書
籍
化
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
刊
の
『
日
常
へ
の
強
制
』
が
最
初
で
あ
る
。

（
６
）　

こ
う
し
た
思
考
形
態
は
、
一
九
七
七
年
十
月
、
石
原
の
死
の
直
前
に
発
表
さ
れ
た
安
西
均
と
の
対
談
「
背
後
か
ら
見
た
キ
リ
ス
ト
」
で
、
彼
が
バ
ル

ト
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
く
だ
り
と
対
応
す
る
。「
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
神
学
の
中
に
『
中
間
時
』
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
キ

リ
ス
ト
が
磔
刑
に
な
っ
て
昇
天
し
て
、
そ
れ
か
ら
再
臨
す
る
ま
で
の
時
期
で
す
が
、
こ
の
中
間
時
の
混
迷
、
こ
れ
が
い
わ
ば
キ
リ
ス
ト
詩
の
主
題
に

な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
い
う
な
ら
ば
、
現
代
詩
と
い
う
の
は
、
み
ん
な
中
間
時
の
詩
で
す
よ
。
／
そ
れ
か
ら
『
待

望
』
と
い
う
考
え
方
が
キ
リ
ス
ト
教
に
は
あ
り
ま
す
ね
。
旧
教
の
場
合
で
す
と
、
キ
リ
ス
ト
が
来
る
こ
と
へ
の
待
望
、
そ
れ
か
ら
新
約
の
場
合
で
す

と
、
キ
リ
ス
ト
が
再
臨
し
て
最
後
の
審
判
を
行
な
う
こ
と
へ
の
待
望
と
。
そ
う
い
う
待
望
と
い
う
も
の
は
、
別
に
キ
リ
ス
ト
詩
と
い
わ
れ
る
も
の
で

な
く
て
も
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
待
望
の
視
線
と
い
う
も
の
は
。
ひ
と
こ
ろ
だ
い
ぶ
は
や
っ
た
終
末
論
で
す
が
、
あ
れ
も
一
種
の
待
望
論
で
す
よ
ね
。

い
ま
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
者
が
、
な
に
か
を
待
望
し
て
い
る
時
代
で
し
ょ
」（
Ⅲ
四
三
二
）。
こ
こ
で
石
原
は
「
中
間
時
の
混
迷
」
を
当
然
肯
定
的
に
捉

四
五

世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に



え
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
の
表
れ
を
当
時
の
日
本
の
「
現
代
詩
」
に
見
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
石
原
は
一
九
六
一
年
、『
信
濃
町
教

会
会
報
』
に
寄
せ
た
『
終
末
を
ま
ち
の
ぞ
む
姿
勢
』
と
い
う
文
を
「『
時
の
間
の
教
会
』
と
い
う
こ
と
が
、
私
た
ち
の
地
上
の
変
り
の
さ
し
せ
ま
っ

た
姿
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
時
、
私
た
ち
の
方
か
ら
は
、
終
末
に
対
し
て
終
末
的
な
姿
勢
を
も
っ
て
呼
応
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
言
葉
の
最
も
正
し
い

意
味
で
真
剣
で
あ
る
こ
と
が
、
真
先
に
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
不
安
を
覚
え
ま
す
」（
Ⅲ
四
八
〇
）
と
書
き
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
時
の

間
の
教
会
」
と
は
、
バ
ル
ト
ら
が
一
九
二
〇
年
代
に
雑
誌
『
時
の
間
』
を
機
関
誌
と
し
て
展
開
し
た
運
動
と
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た

よ
り
実
践
的
な
教
会
論
に
対
す
る
石
原
の
姿
勢
の
考
察
は
、
い
ま
だ
手
つ
か
ず
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）　
「
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
の
予
言
が
、
な
に
に
も
ま
し
て
韻
文
で
記
さ
れ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
韻
文
の
四
行
詩
は
、
と
き
に
難
解
に
す
ぎ
て
、
読
解

を
ゆ
る
さ
ぬ
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
韻
律
の
ふ
と
こ
ろ
の
な
か
に
、
真
実
が
秘
匿
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の
が
、
予
言
の
本
性
で
も
あ
ろ
う
。
こ

の
認
識
は
、
二
〇
世
紀
の
人
間
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
の
こ
し
た
」（
樺
山
紘
一
「
序
に
か
え
て 

ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
を
ど
う
読
む
か
」、『
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム

ス
と
ル
ネ
サ
ン
ス
』、xiii
頁
。

（
８
）　

ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
『
ユ
ー
モ
ア
』（
高
橋
義
孝
訳
）、『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
３
』、
人
文
書
院
、
一
九
八
七
年
、
四
〇
六
頁
。

（
９
）　

前
掲
書
、
四
〇
七
頁
。

（
10
）　

前
掲
書
、
四
〇
八
頁
。

（
11
）　

前
掲
書
、
四
〇
八
頁
。

（
12
）　

前
掲
書
、
四
一
〇
頁
。

（
13
）　

前
掲
書
、
四
一
一
頁
。

（
14
）　

ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
『
否
定
』（
高
橋
義
孝
訳
）、『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
３
』、
一
五
八
―
一
六
一
頁
。

（
15
）　
『
新
約
聖
書
Ⅳ 

パ
ウ
ロ
書
簡
』（
青
野
太
湖
訳
）、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
八
頁
。

（
16
）　

バ
ル
ト
『
ロ
ー
マ
書
講
解
釈 

下
』、
四
五
五
頁
。

（
17
）　

大
木
英
夫
『
終
末
論
』、
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
七
二
年
、
一
五
六
頁
。

（
18
）　

詩
集
『
禮
節
』、
お
よ
び
石
原
の
創
作
全
体
に
お
け
る
風
の
形
象
、「
か
ぜ
」
と
い
う
語
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
斉
藤
毅
『
風
の
顕

れ

―
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け
る
風
の
形
象
に
つ
い
て
』、『
マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
』、
第
二
十
一
巻
第
二
号
、
二
〇
二
〇
年
、
六
五
―

八
九
頁
。

（
19
）　

石
原
は
一
九
七
三
年
の
鮎
川
信
夫
と
の
対
談
「
生
の
体
験
と
詩
の
体
験
と
」
に
お
い
て
、
こ
の
詩
の
「
八
時
」
は
朝
の
八
時
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（
Ⅲ
九
一
）。

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
四
巻
　
第
二
号

四
六



（
20
）　

石
原
の
詩
《
伝
説
》（
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』〔
一
九
六
三
〕
所
収
）
と
《
レ
ス
ト
ラ
ン
の
片
隅
で
》（
詩
集
『
足
利
』〔
一
九
七
七
〕

所
収
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
生
き
死
に
に
似
た
食
卓
を
前
に
」（
Ⅰ
九
三
）、「
お
な
じ
片
隅
で
／
ひ
っ
そ
り
と
今
日
も
／
食
事
を
と
る
／
生
き
死
に

の
そ
の
／
証
し
の
よ
う
な
」（
Ⅰ
四
一
一
―
四
二
二
）
と
い
う
詩
行
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
石
原
の
シ
ベ
リ
ア
抑
留
体
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う

が
、
や
は
り
日
常
と
終
末
の
重
な
り
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
21
）　

ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創
造
的
進
化
』（
真
方
敬
道
訳
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
三
一
頁
。H

enri B
ergson, L’évolution créatrice （Édition 

électronique
）, Les Échos du M

aquis, 2013, p.16.

（
22
）　

斉
藤
『
風
の
顕
れ
』、
六
六
―
六
九
頁
。

（
23
）　
『
新
約
聖
書
Ⅴ 
パ
ウ
ロ
の
名
に
よ
る
書
簡 

公
同
書
簡 

ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』（
保
坂
高
殿 

小
林 

稔 

小
河
陽
訳
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、

二
一
三
頁
。

（
24
）　

死
の
直
前
、
一
九
七
七
年
の
『
流
動
』
十
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
清
水
昶
と
の
対
談
「
自
由
空
間
へ
の
渇
望
」
で
石
原
は
「
三
島
由
紀
夫
の
腹
の
切
り

方
は
大
き
ら
い
だ
」
と
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
切
腹
の
真
似
事
に
つ
い
て
赤
裸
々
に
語
っ
て
い
る
（
Ⅲ
四
二
六
―
四
二
七
）。

（
25
）　

多
田
茂
治
『
石
原
吉
郎　

 「
昭
和
」
の
旅
』、
作
品
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
六
五
頁
。

（
26
）　
『
現
代
詩
読
本
２　

石
原
吉
郎
』、
思
潮
社
、
一
九
七
八
年
、
一
四
一
頁
。

（
27
）　

前
掲
書
、
一
四
一
頁
。

（
28
）　

石
原
は
一
九
七
四
年
、
当
時
の
「
終
末
ブ
ー
ム
」
の
中
で
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
『
終
末
か
ら
』
六
月
号
掲
載
の
大
岡
昇
平
と
の
対
談
「
極
限
の
死
と

日
常
の
死
と
」
の
中
で
「
こ
の
二
、三
年
盛
ん
に
な
っ
た
終
末
論
議
で
す
が
、
ぼ
く
に
は
人
間
の
終
末
と
か
、
あ
る
い
は
世
界
の
終
末
と
い
う
の

が
、
ピ
ン
と
こ
な
い
の
で
す
ね
。
人
類
全
体
が
滅
び
る
と
い
う
の
が
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
恐
ろ
し
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
ね
」
と
、
七
二
、三
年
当

時
の
発
言
と
同
趣
旨
の
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
、「
終
末
を
恐
れ
る
く
ら
い
な
ら
、
む
し
ろ
自
分
の
死
を
恐
れ
る
、
そ
の
ほ
う
が
む

し
ろ
本
当
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
で
す
が
」（
Ⅲ
七
一
）
と
述
べ
た
う
え
で
、
十
八
歳
の
と
き
に
自
殺
未
遂
を
起
こ
し
た
こ
と
を
告
白

し
、
一
命
を
と
り
と
め
た
後
の
体
験
を
次
に
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
ち
ょ
う
ど
五
月
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
の
緑
の
美
し
さ
と
い
う
の
は
、

今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。〔
…
…
〕
た
ぶ
ん
一
回
死
ん
で
生
き
返
っ
た
人
が
は
じ
め
て
見
る
自
然
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う

の
で
す
が
ね
」（
Ⅲ
七
二
）。
こ
の
よ
う
に
、
石
原
に
お
い
て
終
末
と
自
ら
の
死
、
そ
し
て
そ
の
死
を
起
点
と
す
る
生
と
い
う
の
は
、
つ
ね
に
一
つ
の

も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

四
七

世
界
が
ほ
ろ
び
る
日
に



In the early 1970s Yoshiro Ishihara, the Japanese poet, made frequent statements 
on eschatology. The background to these statements was the debate that was 
gaining popularity at that time due to the Club of Rome’s publication of the report 
“Limits to Growth” in 1972, among others. Ishihara’s interest in eschatology began 
before World War II, when he read Karl Barth’s “The Epistle to Romans” and was 
baptized under its influence. When he resumed writing poetry in Japan after the 
war, following his experience of the Siberian internment, eschatological thinking 
is thought to have occupied an important place in his creative work. This paper 
examines eschatological themes in Ishihara’s poetry through an analysis of his 
1972 poem “On the Day the World Ends”. For Ishihara, the apocalypse is latent in 
everyday time, and defines the structure of the time itself. 

“On the Day the World Ends”
On eschatological themes in the poetry of  Yoshiro Ishihara

SAITO Takeshi 
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