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え
に
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
関
わ
り
を
持
っ
た
人
び
と
の
魅
力
を
い
か
に
引
き
出
せ
る
か
、
心
の
中
で

対
話
し
熟
成
さ
せ
て
き
た
に
違
い
な
い
。
中
桐
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
に
書
か
れ
た
人
た
ち
へ
の
愛
は
、
父
母

愛
、
親
子
愛
、
兄
弟
姉
妹
愛
、
祖
父
母
愛
、
夫
婦
愛
な
ど
の
家
族
愛
か
ら
始
ま
り
、
師
弟
愛
、
同
僚
愛
、

友
愛
、
郷
土
愛
、
人
類
愛
、
生
命
愛
な
ど
無
限
の
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の

エ
ッ
セ
イ
集
は
、
愛
を
語
る
こ
と
に
不
得
手
な
日
本
人
に
対
し
て
、
率
直
に
愛
を
語
る
こ
と
の
清
々
し
さ

を
示
し
て
い
る
。
そ
ん
な
中
桐
さ
ん
が
書
い
た
詩
の
中
で
自
分
の
生
き
る
時
間
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て

い
る
か
を
示
し
た
「
ワ
・
タ
・
シ
」
と
い
う
詩
が
あ
る
の
で
、
引
用
し
て
み
る
。

　
　
　

ワ
・
タ
・
シ

日
曜
日
の
わ
た
し
は
看
護
師　

生
身
の
混
沌
を
か
か
え
て
い
る

月
曜
日
の
わ
た
し
は
尼　

爆
睡
の
読
経
の
ろ
う
そ
く
の
火
を
と
も
す

火
曜
日
の
わ
た
し
は
解
体
屋　

詩
の
よ
う
な
も
の

シ
ョ
パ
ン
の
Ｃ
Ｄ　

本　

コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク

バ
ラ
バ
ラ
に
す
る
こ
と
の
快
感

「
深
い
見
通
し
」
で
「
女
へ
ん
」
の
愛
を
語
る
人
　
　
　
　

　
中
桐
美
和
子
第
三
エ
ッ
セ
イ
集
『
そ
し
て
、
愛
』
に
寄
せ
て
　
鈴
木
比
佐
雄

　
　

１

　

中
桐
美
和
子
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
心
に
ぬ
く
も
り
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
言
葉
だ
け
で
綴
ら
れ
て
い

る
。
中
桐
さ
ん
は
一
日
を
一
生
懸
命
に
生
き
る
人
び
と
に
潜
ん
で
い
る
美
徳
を
発
見
し
、
そ
の
固
有
の
姿

に
溢
れ
る
よ
う
な
感
動
を
語
っ
て
し
ま
う
人
だ
。
汲
み
上
げ
ら
れ
た
感
動
の
底
に
は
、
共
に
こ
の
世
に
存

在
す
る
無
条
件
な
人
間
へ
の
愛
が
貫
か
れ
て
い
る
。
中
桐
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
や
詩
に
は
、
そ
ん
な
人
び
と

を
慈
し
む
心
温
か
い
リ
ズ
ム
の
音
色
が
聞
き
取
れ
る
。
き
っ
と
中
桐
さ
ん
の
言
葉
の
源
泉
に
は
、
生
き
と

し
生
け
る
も
の
へ
の
分
け
隔
て
の
な
い
多
様
な
愛
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

中
桐
さ
ん
は
同
じ
教
員
だ
が
、
実
家
が
農
家
で
あ
る
夫
に
嫁
い
だ
。
そ
し
て
長
年
教
員
生
活
も
続
け
て

大
家
族
の
家
事
や
子
育
て
、
教
職
を
両
立
さ
せ
て
き
た
。
多
忙
な
中
で
エ
ッ
セ
イ
や
詩
を
書
く
時
間
や
環

境
を
作
り
出
し
、
七
冊
の
詩
集
と
二
冊
の
エ
ッ
セ
イ
集
や
数
多
く
の
合
同
詩
画
集
な
ど
を
出
版
し
て
き
た
。

そ
れ
ら
の
本
に
は
、
自
ら
の
表
現
活
動
が
持
て
る
喜
び
が
行
間
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
ゆ
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終
わ
り
の
一
行
を
ど
う
書
く
か

も
う
一
度　

女
に
う
ま
れ
た
い

　

こ
の
詩
は
二
〇
〇
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
詩
集
『
燦
・
さ
ん
と
』
に
収
録
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
ん
な

に
古
い
詩
で
は
な
い
。
中
桐
さ
ん
の
自
ら
の
時
間
を
豊
か
に
生
き
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
詩
だ
。
極

言
す
れ
ば
生
き
る
と
は
、
時
間
を
ど
う
活
用
す
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
中
桐
さ
ん
は
自
分
の
時
間
を
細
か

く
分
け
て
私
に
楔
を
打
っ
て
「
ワ
・
タ
・
シ
」
を
多
層
化
し
て
、
多
様
な
試
み
を
実
践
し
て
き
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
主
婦
、
教
師
、
介
護
者
、
詩
人
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
な
ど
の
多
様
な
顔
を
生
き
ら

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
　

２　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

中
桐
さ
ん
は
、
一
九
三
一
年
に
岡
山
で
生
れ
、
高
校
三
年
生
の
時
に
永
瀬
清
子
の
講
演
を
聞
き
、
詩
に

関
心
を
持
っ
た
と
い
う
。
岡
山
大
学
教
育
学
部
に
入
学
し
大
学
二
年
の
時
に
井
奥
行
彦
氏
、
坪
井
宗
康

氏
、
三
沢
浩
二
氏
が
創
刊
し
た
「
火
片
」
や
岡
大
生
の
創
刊
し
た
「
準
平
原
」
に
参
加
し
詩
作
を
開
始
し

水
曜
日
の
わ
た
し
は
篤
農
家　

タ
ネ
マ
キ
が
す
き
で

穴
だ
ら
け
の
キ
ャ
ベ
ツ
を
つ
く
り

曲
が
っ
た
き
ゅ
う
り
を
つ
く
り　

草
に
沈
む

木
曜
日
の
わ
た
し
は
世
帯
主　

レ
シ
ピ
を
積
ん
で

終
日　

満
腹
の
食
卓
を
つ
く
る

金
曜
日
の
わ
た
し
は
花
つ
く
り
び
と　

枯
れ
な
い
ク
リ
ー
ピ
ア
を
作
り

ア
メ
リ
カ
ン
ド
リ
ー
ム
を
育
て
て
い
る

土
曜
日
の
わ
た
し
は
自
由
人　

ド
ロ
ン
と
消
え
た
い
の
に

旅
の
白
ぎ
ぬ
の
衿
を
つ
か
ん
で
い
る
の
は　

ど
こ
の
ど
な
た
か

女
偏
を
貫
い
た
春
夏
秋
冬

輪
切
り
に
し
た
充
実
の
時
間
帯

涯
が
見
え
る　

涙
が
見
え
る　

微
笑
が
見
え
る

海
が
鳴
る　

山
が
動
く　

風
が
光
る　

風
鈴
が
舞
う

に
ん
げ
ん
が
光
る　

あ
ふ
れ
る
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「
家
庭
に
つ
い
て
の
甘
や
か
な
視
線
と
、
詩
に
つ
い
て
の
き
び
し
い
見
き
わ
め
が
あ
る
一
方
で
、
私
を

更
に
驚
か
し
た
の
は
「
女
へ
ん
」
の
字
に
つ
い
て
の
深
い
見
通
し
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
数
頁
は
、
世
の

多
く
の
評
論
に
ま
さ
っ
て
私
た
ち
の
心
を
え
ぐ
る
何
か
で
あ
り
ま
し
た
。（
略
）
そ
れ
は
新
し
い
発
見

で
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
女
性
的
な
抒
情
か
ら
、
一
歩
よ
り
高
く
物
事
を
理
解
す
る
道
で
も
あ
り
、

ま
た
、
彼
女
が
本
当
の
詩
人
と
し
て
の
哲
学
的
な
素
質
を
持
っ
て
い
る
人
な
の
だ
と
気
づ
い
た
次
第
で

も
あ
り
ま
す
。」

　

こ
の
解
説
は
永
瀬
清
子
氏
が
亡
く
な
る
前
年
の
一
九
九
四
年
春
に
書
か
れ
た
も
の
だ
。
永
瀬
氏
は
中
桐

さ
ん
の
家
族
愛
の
中
に
潜
む
鋭
い
批
評
性
に
驚
い
て
い
る
。
そ
の
批
評
性
を
「
深
い
見
通
し
」
と
い
う
言

葉
で
指
摘
し
て
い
た
。
さ
ら
に
「
本
当
の
詩
人
と
し
て
の
哲
学
的
な
素
質
を
持
っ
て
い
る
」
と
も
語
っ
て

い
る
。
そ
の
意
味
で
永
瀬
氏
は
中
桐
さ
ん
の
最
も
良
き
理
解
者
で
あ
り
、
中
桐
さ
ん
の
本
質
的
な
特
長
を

洞
察
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
批
評
性
で
あ
る
「
深
い
見
通
し
」
が
、
中
桐
さ
ん
に
エ
ッ
セ
イ

を
書
か
せ
て
き
た
原
動
力
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
た
。

た
が
、
二
誌
と
の
関
わ
り
は
長
く
続
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
親
し
い
友
人
に
は
、
卒
業
後
に
二
人
で
合
同

詩
集
『
蒼
の
楕
円
』
を
刊
行
し
た
、
く
に
さ
だ
き
み
氏
が
い
た
。
先
輩
に
は
井
奥
行
彦
氏
、
坪
井
宗
康
氏
、

三
沢
浩
二
氏
、
後
輩
に
は
な
ん
ば
・
み
ち
こ
氏
が
い
て
、
後
に
戦
後
の
岡
山
の
詩
運
動
を
担
っ
て
い
く
才

能
溢
れ
る
若
き
詩
人
た
ち
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
。
一
九
五
二
年
頃
に
永
瀬
清
子
氏
、
坂
本
明
子
氏
、
く

に
さ
だ
き
み
氏
、
な
ん
ば
・
み
ち
こ
氏
達
と
一
緒
に
、
中
桐
さ
ん
は
戦
後
で
初
め
て
の
女
性
詩
誌
と
言
わ

れ
た
「
黄
薔
薇
」
の
同
人
と
な
っ
た
。
方
向
性
の
違
い
か
ら
「
黄
薔
薇
」
を
辞
め
た
後
に
は
三
沢
浩
二
氏
、

く
に
さ
だ
き
み
氏
、
沖
長
ル
ミ
子
氏
達
と
「
裸
足
」
の
創
刊
に
も
関
わ
っ
た
。
そ
の
後
、
十
数
年
間
、
筆

を
折
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
一
九
七
七
年
に
「
火
片
」
に
ま
た
復
帰
し
て
現
在
も
書
き
続
け
て
い
る
。

定
年
退
職
後
に
は
、
姑
や
実
母
の
介
護
を
引
き
受
け
な
が
ら
も
詩
や
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
続
け
て
き
た
。
さ

ら
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
二
〇
〇
二
年
に
元
山
陽
新
聞
解
説
委
員
だ
っ
た
柳
生
尚
志
氏
や
画
家
の
武
内

寛
氏
達
と
一
緒
に
岡
山
県
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
ク
ラ
ブ
を
設
立
し
て
、
岡
山
に
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
こ
と
の
土
壌

を
広
げ
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
自
分
も
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
続
け
て
今
回
で
三
冊
目
の
エ
ッ

セ
イ
集
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
中
桐
さ
ん
の
詩
集
を
通
読
し
て
み
て
第
三
詩
集
『
私
の
ブ
ル
ー

ス
カ
イ
』
の
解
説
を
書
い
た
永
瀬
清
子
氏
が
中
桐
さ
ん
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
箇
所
に
気
づ

い
た
。
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華
老
に
活
け
花
を
習
っ
た
り
、
元
大
学
教
授
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
原
文
を
個
人
指
導
さ
れ
る
学
ぶ
楽
し

さ
を
書
き
記
し
て
い
る
。

　

二
章
「
明
日
が
あ
る
」
九
編
は
、
家
族
や
若
い
頃
に
交
友
の
あ
っ
た
人
び
と
と
の
食
や
好
き
な
も
の

に
ま
つ
わ
る
思
い
出
の
中
か
ら
、
中
桐
さ
ん
を
形
作
っ
て
き
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し
た
も
の
だ
。
冒
頭

の
「
剣
山
の
梅
酒
」
で
は
、
教
職
に
つ
い
た
頃
に
剣
山
山
頂
の
山
小
屋
で
体
調
を
崩
し
て
死
に
か
け
た
が
、

一
杯
の
梅
酒
が
回
復
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
話
だ
。
多
く
の
人
の
お
か
げ
で
自
分
が
生
か
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。「
鯛
や
き
」、「
さ
つ
ま
い
も
」、「
帽
子
」、「
花
」、「
く
だ
も
の
」、「
朝
ご
は

ん
」、「
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
」、「
天
窓
」、「
演
劇
」
な
ど
に
込
め
ら
れ
た
か
つ
て
の
時
間
を
豊
か
に
反
復
し
て

い
る
。

　

三
章
「
風　

光
る
」
八
編
は
、
中
桐
さ
ん
の
敬
意
を
抱
く
生
き
方
を
し
た
人
物
を
紹
介
し
た
り
、
独
自

の
男
性
観
を
語
っ
た
り
、
ま
た
憧
れ
て
い
た
場
所
を
訪
れ
た
紀
行
文
な
ど
だ
。
冒
頭
の
「
あ
あ　

贖
罪
」

で
は
、
夫
の
同
僚
で
あ
り
、
泰
緬
鉄
道
建
設
元
捕
虜
慰
霊
の
た
め
の
平
和
寺
院
を
タ
イ
の
ク
ワ
イ
河
畔
に

建
て
、
全
財
産
を
タ
イ
の
学
生
達
に
奨
学
金
と
し
て
与
え
続
け
た
永
瀬
隆
さ
ん
に
つ
い
て
そ
の
偉
業
を
書

き
記
し
た
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
集
で
最
後
の
原
稿
は
こ
の
作
品
だ
っ
た
。「
男
性
の
品
格　

あ
・
い
・
う
・

え
・
お
」
は
、
様
々
な
男
達
を
見
て
き
た
中
桐
さ
ん
が
、
愛
す
べ
き
男
た
ち
の
美
徳
に
つ
い
て
敬
意
を

　
　

３

　

今
回
の
『
そ
し
て
、
愛
』
は
、
六
章
五
十
四
編
の
エ
ッ
セ
イ
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
一
章
「
黄
昏
の
伴

走
」
八
編
に
は
、
高
齢
化
社
会
の
現
実
的
な
問
題
を
直
視
し
て
、
い
か
に
具
体
的
に
高
齢
者
と
時
間
を

共
有
し
て
い
っ
た
ら
い
い
か
を
考
え
て
実
践
し
て
い
く
か
と
い
っ
た
内
容
だ
。
冒
頭
の
「
一
つ
の
プ
ラ

ン
」
で
は
、
尊
敬
し
て
い
た
Ｏ
先
生
の
ボ
ケ
の
初
期
症
状
を
き
っ
か
け
に
、
近
く
に
「
託
老
所
」
を
作
り
、

「
仲
間
た
ち
と
至
福
の
時
を
過
ご
し
た
い
」
と
構
想
す
る
。「
二
度
童わ

ら
し子

」
で
は
、
百
歳
を
超
え
た
姑
を
抱

え
て
夜
中
に
一
睡
も
出
来
な
い
時
に
「
神
様
、
助
け
て
！
」
と
言
い
た
く
な
る
心
境
や
、
時
に
は
施
設
に

預
け
て
一
泊
旅
行
を
楽
し
み
、「
わ
が
愛
は
、
台
風
の
ご
と
く
君
に
向
か
え
り
」
な
ど
の
詩
を
思
い
出
し
、

介
護
を
す
る
元
気
を
取
り
戻
す
と
い
う
。「
命

―
つ
な
ぐ
」
で
は
、
一
〇
五
歳
の
姑
の
介
護
を
し
な
が

ら
「
バ
ア
ち
ゃ
ん
は
、
宝
も
の
」
と
命
の
炎
を
励
ま
し
て
い
る
。「
黄
昏
の
伴
走
」
で
は
、
周
り
に
い
る

伴
侶
を
失
っ
た
り
し
て
家
族
と
も
離
れ
て
い
る
「
お
ひ
と
り
さ
ま
」
の
高
齢
者
達
を
つ
な
げ
る
こ
と
が
出

来
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。「
凡
が
よ
か
ろ
う
」
で
は
、「
明
日
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
」

母
を
引
き
取
っ
て
明
日
を
創
り
出
し
て
い
く
中
桐
さ
ん
の
生
き
生
き
し
た
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
他

の
三
編
も
中
桐
さ
ん
は
日
々
を
豊
か
に
過
ご
す
た
め
に
「
五
目
な
ら
べ
」
を
し
た
り
、
池
坊
宗
匠
に
次
ぐ
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い
て
、
中
桐
さ
ん
は
生
涯
の
最
も
重
要
な
こ
と
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
最
も
悲
し
み
を
秘
め
て

生
き
て
い
る
人
び
と
の
こ
と
を
中
桐
さ
ん
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
に
詩
の
指
導
を
し
て
い
た
永
瀬
氏
の
背

中
を
通
し
て
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

　

中
桐
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
岡
山
の
文
化
・
教
育
・
創
作
活
動
の
多
様
性
を
認
め
る
豊
穣
さ
を
示
し
て

い
る
。
ま
た
人
び
と
が
未
来
に
希
望
を
持
っ
て
今
を
生
き
る
た
め
に
、「
深
い
見
通
し
」
を
探
求
し
、
し

な
や
か
な
「
女
へ
ん
」
の
愛
が
率
直
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
中
桐
さ
ん
の
愛
に
満
ち
た
エ
ッ
セ
イ
を

多
く
の
人
た
ち
に
読
ん
で
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

持
っ
て
語
り
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
面
白
が
っ
て
観
察
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
批
評
性
を
感
じ
た
。「
北
京
慕

情
」
と
「
風　

光
る
」
は
、
中
桐
さ
ん
が
憧
れ
て
い
た
万
里
の
長
城
へ
の
紀
行
文
だ
。
日
本
列
島
の
長
さ

に
匹
敵
す
る
万
里
の
長
城
に
上
り
、
全
て
の
我
を
忘
れ
て
、
数
千
年
の
歴
史
を
感
じ
、「
今
は
、
幸
せ
の

中
に
い
る
」
と
呟
く
中
桐
さ
ん
の
生
き
方
か
ら
語
ら
れ
る
言
葉
に
、
私
も
そ
の
場
に
い
る
よ
う
な
思
い
が

し
て
感
動
が
伝
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
他
に
も
い
く
つ
も
の
旅
の
感
動
を
中
桐
さ
ん
は
手
触
り
の
あ
る
言
葉

で
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。

　

四
章
「
み
ん
な　

キ
ラ
リ
！
」
十
一
編
は
、
山
陽
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
で
、
岡
山
を
愛
す
る

思
い
や
提
言
が
折
り
に
触
れ
た
風
物
や
時
事
的
な
問
題
に
寄
せ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
五
章
「
創
作
の
励
み

に
」
八
編
は
、
中
桐
さ
ん
に
刺
激
を
与
え
た
書
物
や
講
演
や
展
覧
会
な
ど
を
紹
介
し
た
り
、
ま
た
詩
や

エ
ッ
セ
イ
を
広
め
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
「
中
四
国
詩
人
会
」
や
「
岡
山
県
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
ク
ラ
ブ
」
の

経
緯
を
記
し
て
く
れ
て
い
る
。
ま
た
「
過
ぎ
去
れ
ば
す
べ
て
美
し
」
は
、
中
桐
さ
ん
の
備
忘
録
で
は
あ
る

が
、
岡
山
県
の
詩
と
エ
ッ
セ
イ
の
活
動
記
録
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
六
章
「
傘
を
さ
し
て
く
れ
た
人
」
十

編
は
、
書
評
と
追
悼
文
だ
。
最
後
の
「
傘
を
さ
し
て
く
れ
た
人
」
は
、
永
瀬
清
子
氏
と
子
供
達
の
長
所
を

見
る
よ
う
に
と
助
言
さ
れ
た
先
輩
教
師
の
Ｏ
先
生
の
二
人
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
一
九
五
三
年
に
永
瀬

氏
、
な
ん
ば
・
み
ち
こ
氏
と
三
人
で
行
っ
た
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
い
る
長
島
愛
生
園
へ
の
一
泊
旅
行
に
つ


