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限
ら
れ
た
時
の
中
で 

ど
れ
だ
け
の
こ
と
が 

出
来
る
の
だ
ろ
う

… 
  

長
い
人
生
も
振
り
返
れ
ば
一
瞬
で
あ
っ
た
と
思
え
る

今
で
す
。
単
純
に
人
生
と
は
一
日
一
日
の
積
み
重
ね
が

人
生
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。
仏
教
で
は

「
刹
那
」
と
い
う
極
め
て
短
い
念
を
い
い
、
一
秒
の
七

十
五
分
の
一
を
譬
え
ま
す
。
物
理
学
的
に
は
時
間
の
最

小
の
単
位
に
値
し
、
こ
の
刹
那
の
連
続
（
相
続
）
を
生

き
て
い
る
の
で
す
。 

 

人
間
の
意
識
は
縁
に
よ
っ
て
因
縁
果
と
い
う
「
縁
に

よ
る
原
因
に
よ
っ
て
結
果
を
と
も
な
う
」
と
い
う
単
純

な
も
の
で
あ
り
、
因
果
の
道
理
に
立
脚
し
て
説
く
の
が

仏
教
な
の
で
す
。 

 

意
識
を
生
成
し
て
も
消
滅
さ
れ
、
す
べ
て
の
意
識
は

変
化
し
て
い
く
諸
行
無
常
（
諸
々
行
う
す
べ
て
は
留
ま

る
事
象
は
無
い
）
な
の
で
す
。
こ
れ
を
仏
教
で
は
刹
那

滅
と
も
い
い
、
変
化
す
る
な
か
に
性
善
説
を
と
る
大
乗

仏
教
で
は
、
悟
り
を
求
め
る
心
（
菩
提
心
）
を
持
つ
こ

と
で
悪
が
消
滅
し
、
善
が
生
ま
れ
る
と
説
き
ま
す
。 

 

わ
た
し
た
ち
生
き
る
す
べ
て
の
感
受
す
る
事
象
（
経

験
）
を
記
憶
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
大
切
な
こ

と
を
記
憶
す
る
知
能
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
善
悪
に
関
わ
ら
ず
、
自
身
の
経
験
に
と
も
な
い
阿
頼

耶
識
（
あ
ら
や
し
き
）
と
い
う
心
の
倉
庫
に
収
め
ら
れ

て
い
く
無
意
識
の
記
憶
で
す
。 

 

阿
頼
耶
識
の
図
式
は
左
記
を
見
て
参
考
し
て
い
た
だ

け
た
ら
と
存
じ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
心
の
図
式
で
す
。 

 

阿
頼
耶
識
（ā

la
y
a

-v
ijñ

ā
n

a

）
は
、
わ
た
し
た
ち
の

意
識
す
る
こ
と
の
な
い
隠
れ
た
無
意
識
の
こ
と
で
あ
り
、

記
憶
さ
れ
た
意
識
が
貯
蔵
さ
れ
る
心
で
す
。
そ
の
貯
蔵

さ
れ
た
意
識
は
「
業
（
行
為
）k

a
rm

a
n

」
の
集
合
体 

                        

    

と
な
っ
て
私
た
ち
の 

”
三
業 

”
と
い
う
身
業
（
身
体

で
の
行
い
）
、
口
業
（
こ
と
ば
で
の
行
い
）
、
意
業

（
心
で
の
行
い
）
に
変
化
し
、
三
種
の
働
き
が
生
じ
て

い
き
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
無
意
識
の
意
識
が
阿
頼
耶
識
な

の
で
す
。
こ
の
無
意
識
に
は
図
の
通
り
二
種
類
存
在
し
、

第
七
識
「
末
那
識
」
、
そ
し
て
第
八
識
「
阿
頼
耶
識
」

と
な
り
、
第
九
識
に
阿
摩
羅
識
が
あ
り
ま
す
。 

 

人
生
、
そ
し
て
世
の
中
の
す
べ
て
は
、

「
心
の
行
為
」
よ
り
創
り
出
さ
れ
て
い
る 

 
業
（k

a
rm

a
n

）
と
は
、
行
為
、
所
作
、
意
志
に
よ

る
身
心
の
活
動
（
は
た
ら
き
）
、
意
志
に
よ
る
身
心
の

生
活
を
意
味
し
、
原
義
に
お
い
て
は
単
な
る
行
為
を
指

し
ま
す
。
こ
の
業
を
主
軸
に
人
生
を
構
築
さ
せ
て
い
る

の
で
す
。
た
と
え
ば 
”
職
業 

”
の
職
と
は
、
耳
で
聞

い
た
こ
と
を
意
識
と
し
て
転
じ
、
心
に
留
め
る
自
己
判

断
（
つ
と
め
、
役
目
、
従
事
）
の
基
準
を
作
り
出
し
て

い
る
こ
と
は
分
か
る
と
思
い
ま
す
。 

で
す
か
ら
「
識
」
と
「
職
」
と
い
う
漢
字
は
と
て
も

よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。 

職
業
と
は
役
目
に
従
っ
て
い
く
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら

三
業
（
身
体
・
こ
と
ば
・
意
識
）
が
主
体
と
な
る
わ
け

で
す
が
、
職
と
は
仕
事
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
環

境
・
時
代
な
ど
も
含
め
、
従
事
・
選
択
を
し
た
心
境
が

自
己
の
基
準
（
普
通
）
を
構
成
さ
せ
て
い
ま
す
。
人
の

行
為
を
初
期
仏
典
に
は
こ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
ま
す
。 

 

修
行
僧
た
ち
よ
、
意
思
が
業
で
あ
る
、 

と
私
は
説
く
。
思
っ
て
か
ら
、
身
体
・ 

言
語
・
意
に
よ
っ
て
業
を
な
す
。 

 

思
っ
て
か
ら
行
為
（
業
）
を
作
り
、
ま
た
行
為
が
業

と
な
り
ま
す
。
身
体
・
こ
と
ば
・
意
識
の
経
験
を
繰
り 

                        

   

返
し
（
輪
廻
）
な
が
ら
善
悪
と
も
に
阿
頼
耶
識
と
い
う

倉
庫
に
蓄
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。 

こ
の
業
は
、
無
始
と
い
う
太
古
よ
り
蓄
え
ら
れ
た
行

為
で
も
あ
り
、
そ
の
行
為
の
意
識
を
遥
か
無
限
の
先
祖

か
ら
相
続
（
引
き
継
い
で
）
し
て
い
る
の
で
す
。
阿
頼

耶
識
は
現
代
で
い
うD

N
A

（
生
命
設
計
図
）
に
匹
敵

す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
う
で
し
ょ
う
。 

こ
の
経
験
か
ら
貯
蔵
さ
れ
た
阿
頼
耶
識
と
い
う
意
識

に
い
た
る
ま
で
に
は
、
図
で
見
て
わ
か
る
よ
う
に
第
八

識
に
配
置
さ
れ
ま
す
。 

一
切
の
行
為
で
あ
る
業
が
貯
蔵
さ
れ
る
意
識
の
蔵
で

あ
る
こ
と
か
ら
「
蔵
識
」
と
も
い
い
ま
す
が
、
人
間
の

心
を
分
析
す
る
分
野
に
お
い
て
は
仏
教
が
唯
一
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
な
の
で
す
。 

そ
れ
は
現
代
科
学
で
はA

I

（
人
工
知
能
）
で
あ
る

「
人
が
実
現
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
覚
や
知
性
を
人
工
的

に
再
現
す
る
も
の
」
と
し
ま
す
が
、
そ
の
上
を
目
指
す

A
G

I

（
汎
用
的
人
工
知
能
）
と
い
う
「
人
間
も
し
く
は

同
等
か
そ
れ
以
上
に
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
従
来
の

A
I

（
人
工
知
能
）
の
発
展
形
の
こ
と
」
で
す
。 

 

「
人
工
知
能
の
父
」
と
も
称
さ
れ
る
科
学
者
の
マ
ー

ビ
ン
・
ミ
ン
ス
キ
ー
（
一
九
二
七
‐
二
〇
一
六
）
は
、

こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。 

 

人
工
知
能
を
や
ろ
う
と
す
れ
ば
、
当
然 

な
が
ら
人
間
の
知
能
、
そ
れ
か
ら
心
の 

仕
組
み
、
働
き
方
が
標
的
に
な
り
、
特 

に
心
の
研
究
に
は
『
仏
典
』
が
比
類
な 

き
テ
キ
ス
ト
に
な
る
。 
 

仏
教
は
真
理
で
あ
り
、
心
理
学
で
は
な
い
も
の
の
哲

学
を
併
せ
持
つ
宗
教
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で

し
ょ
う
。
数
千
年
前
に
心
の
分
析
を
明
確
化
さ
れ
、
現

代
で
も
活
用
で
き
る
ほ
ど
緻
密
に
細
分
化
さ
れ
て
い
る 

                        

あ
べ
の
観
音
だ
よ
り 
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活
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じ
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宝
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すべての智慧を司る一切智智（無際智）
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指
宿
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源
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こ
と
が
仏
典
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 
何
事
も 

”
ほ
ど
ほ
ど 

”
に
行
う 

 

長
々
と
専
門
的
な
用
語
を
並
べ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
が
、
至
る
所
は
人
間
か
ぎ
ら
す
、
生
き
と
し
生
け
る

も
の
に
は
定
命
（
寿
命
）
が
あ
る
の
で
す
。 

 

本
題
に
戻
り
ま
す
が
、
こ
の
度
「
題
目
」
に
記
述
べ

ま
し
た
「
限
ら
れ
た
時
の
中
で
、
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が

で
き
る
の
だ
ろ
う
・
・
・
」
と
あ
り
ま
す
。 

 

仏
教
で
は
知
識
を
得
る
賢
さ
よ
り
も
、
大
切
な
こ
と

を
知
る
賢
さ
を
優
先
と
し
ま
す
。 

 

知
識
豊
富
だ
け
で
、
自
身
に
と
も
な
っ
て
い
な
け
れ

ば
、
そ
れ
は
表
面
に
付
着
し
た
だ
け
の
メ
ッ
キ
と
同
じ

で
す
。
そ
の
メ
ッ
キ
は
実
践
（
経
験
）
を
伴
っ
て
い
な

け
ば
、
た
だ
の
知
識
の
み
と
な
り
、
活
か
し
て
い
く
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
す
。 

 

顕
け
ん

薬
や
く

塵
ち
り

を
払

は
ら

い
、
真
言

し
ん
ご
ん

は
庫

く
ら

を
開

ひ
ら

く 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空
海
著
『
秘
蔵
宝
鑰
』 

 

知
識
を
豊
富
に
す
る
こ
と
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
も

の
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
時
の
中
で
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事

柄
を
取
捨
選
択
し
な
が
ら
人
生
を
進
め
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

仏
教
は
約
二
五
〇
〇
年
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
が
、
大

き
く
二
つ
の
思
想
宗
派
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
上

座
部
仏
教
」
と
「
大
乗
仏
教
」
で
す
。
日
本
に
伝
来
し

て
い
る
の
は
大
乗
仏
教
で
す
。 

                   

イ
ン
ド
北
部
（
現
在
の
ネ
パ
ー
ル
）
で
生
誕
さ
れ
た

釈
迦
（
ガ
ウ
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
）
の
教
え
は
東
へ

と
広
が
り
北
伝
仏
教
（
大
乗
仏
教
）
と
南
伝
仏
教
（
上

座
部
仏
教
）
に
分
か
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
分
類
に
関
わ
ら
ず
統
一
さ
れ
た
教
理
は
「
四
無

量
心
」
と
い
う
慈
・
悲
・
喜
・
捨
と
な
り
ま
す
。 

 

慈
と
悲
と
は
、
原
語
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
相
互
に

流
通
し
合
っ
て
用
い
ら
れ
、
と
く
に
区
別
を
立
て
る
要

も
な
く
、
ま
た
慈
悲
を
一
語
と
み
な
す
例
も
多
く
、
分

析
（
分
別
と
術
語
化
す
る
）
を
主
と
す
る
論
者
に
よ 

よ
れ
ば
、
慈
は
他
に
楽
を
与
え
（
与
楽
）
、
悲
は
他
の

苦
を
抜
き
と
る
（
抜
苦
）
と
、
区
別
し
ま
す
。
喜
と
は

自
ら
の
喜
び
と
同
時
に
、
他
を
喜
ば
す
こ
と
を
い
い
、

捨
と
は
平
静
を
指
し
て
、
こ
こ
ろ
に
動
揺
も
偏
向
も

ま
っ
た
く
な
い
在
り
方
を
表
現
し
ま
す
。
そ
の
慈
悲
に

加
え
て
、
喜
と
捨
と
が
一
括
し
て
説
か
れ
る
四
つ
の
無

量
と
な
る
心
が
四
無
量
心
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
完
全

な
無
差
別
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
他
を
生
か
し
て
い
く

行
為
こ
そ
が
、
生
き
る
使
命
で
あ
る
と
私
は
説
き
ま
す
。 

 

「

四

無

量

心

」 
 

慈
・
・
他
に
楽
を
与
え
る
思
い
や
り 

悲
・
・
他
の
苦
し
み
を
取
り
除
く
思
い
や
り 

喜
・
・
自
他
と
も
に
喜
べ
る
思
い
や
り 

捨
・
・
比
較
せ
ず
嫉
妬
心
な
ど
を
捨
て
る 

 

こ
の
慈
悲
喜
捨
の
四
無
量
心
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
で 

 

❖
「
慈
」
は
、
怒
り
を
制
御
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

❖
「
悲
」
は
、
他
に
害
を
与
え
な
い
心
が
芽
生
え
ま
す
。 

❖
「
喜
」
は
。
不
快
な
気
持
ち
が
生
じ
な
く
な
り
ま
す
。 

❖
「
捨
」
は
、
妨
げ
る
煩
悩
が
消
滅
し
て
い
き
ま
す
。 

 

生
き
る
日
常
に
は
想
定
外
の
事
象
が
訪
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
”
備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し 

”
と
あ
る
よ

う
に
す
べ
て
の
事
象
に
対
応
・
忍
耐
で
き
る
心
を
準
備

し
て
い
な
け
れ
ば
不
安
と
動
揺
が
訪
れ
焦
燥
し
ま
す
。 

 

腹
を
括
れ
ば
、
迷
い
は
消
え
る 

 

覚
悟
を
決
め
れ
ば
何
事
も
挑
め
る
も
の
で
す
が
、
肝

心
な
の
は
覚
悟
を
決
め
る
ま
で
迷
い
と
困
惑
し
て
い
る

心
が
苦
悩
と
な
る
の
で
す
。
そ
の
苦
悩
と
い
う
迷
い
を

取
り
除
け
る
が
仏
の
智
慧
で
す
。
（
※
知
識
の
知
恵
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
） 

 

と
き
に
は
、
諦
め
る
こ
と
も 

肝
心
で
あ
る
と
心
得
て
お
く 

  

仏
教
で
は
「
諦
観
」
と
い
う
、
本
質
を
明
ら
か
に
見

極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
納
得
す
る
こ
と
で
す
。
一
般
的

に
は
諦
め
る
と
い
え
ば
、
悔
い
や
愚
痴
が
残
る
も
の
と

見
受
け
ま
す
。
し
か
し
、
あ
る
事
象
に
と
ら
わ
れ
る
観

念
が
あ
れ
ば
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
を
ど
う
に
か

し
よ
う
と
思
っ
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
で
す
よ
ね
。

極
端
な
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
「
宇
宙
に
行
き
た
い
」
と

願
っ
て
も
、
現
実
は
な
か
な
か
行
け
な
い
の
も
事
実
で

す
。
そ
こ
で
、
逆
算
し
て
い
く
と
明
確
な
本
質
が
見
え

て
き
ま
す
。
「
お
金
が
莫
大
に
か
か
る
。
体
力
が
い
る
。

知
識
が
い
る
。
家
族
に
心
配
を
か
け
る
」
な
ど
の
現
実

的
に
は
無
理
だ
と
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
す

る
と
現
実
で
あ
る
今
に
自
身
を
戻
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
、
自
身
の
人
生
を
進
め
て
い
く
上
で
「
自
身
を
納

得
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
」
で
あ
り
、
“
気
づ
く 

”
こ

と
が
新
た
な
心
の
切
り
替
え
と
な
り
ま
す
。 

 

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
、
「
生
死
学
」
に
お
い
て
は
日
本

の
代
表
的
な
学
者
で
あ
っ
た
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
デ
ー
ケ

ン
（
一
九
三
二
ー
二
〇
二
〇
）
も
諦
観
に
類
似
す
る
こ

と
を
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

あ
き
ら
め
る
こ
と
は 

あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と 

  

夢
や
希
望
は
最
後
の
最
期
ま
で
は
捨
て
て
は
な
ら
な

い
の
も
事
実
で
す
が
、
限
ら
れ
た
一
期
と
い
う
人
生
を

順
風
満
帆
に
過
ご
し
、
人
生
を
苦
悩
で
奪
わ
れ
て
い
て

は
も
っ
た
い
な
い
の
で
す
。
単
に
仏
教
で
は
「
無
常
」

を
説
く
の
で
、
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
移
り
ゆ
く
」
と
い

う
認
識
に
基
づ
い
て
、
現
実
に
即
し
た
柔
軟
性
に
富
ん

だ
実
践
原
理
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。 

釈
迦
は
経
典
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
九
四
四
詩
で
、

こ
の
よ
う
に
真
理
を
説
き
ま
す
。 

 

古
い
も
の
を
喜
ん
で
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、 

新
し
い
も
の
に
魅
惑
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

滅
び
ゆ
く
も
の
を
悲
し
ん
で
は
な
ら
な
い
。 

牽
引
す
る
も
の
（
妄
執
を
指
す
）
に
と
ら 

わ
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い 

  

こ
れ
は
過
去
を
引
き
摺
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
説

き
、
未
来
を
願
っ
て
も
死
を
考
え
て
は
不
安
要
素
し
か

生
み
出
さ
ず
、
世
は
無
常
な
の
だ
か
ら
「
今
」
を
生
き

な
さ
な
い
。
と
説
い
た
真
理
で
す
。 

 

ま
た
同
経
典
［
八
〇
四
詩
］
に
、
未
来
を
願
う
こ
と

を
説
い
て
い
ま
す
。 

 

あ
あ
、
短
い
か
な
、
人
の
生
命
よ
。 

百
歳
に
達
せ
ず
に
死
ぬ
。
た
と
え
、 

そ
れ
よ
り
長
く
生
き
た
と
し
て
も
、 

ま
た
老
衰
の
た
め
に
死
ぬ 

  

あ
ま
り
未
来
を
願
う
こ
と
は
不
安
や
先
入
観
を
煽
り
、

自
己
否
定
感
や
生
き
る
希
望
を
見
い
だ
せ
な
く
し
て
し

ま
う
心
を
構
築
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

そ
の
思
い
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
時
に
は
諦
め

る
こ
と
は
本
質
を
見
極
め
る
諦
観
と
な
り
ま
す
。 

  

今
を
生
き
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と 

は
誰
で
も
わ
か
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、 

そ
の
「
今
」
に
は
、
過
去
の
苦
い
経
験 

や
経
験
を
引
き
ず
り
「
今
を
重
た
く
」 

し
て
生
き
る
今
は
今
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

過
去
の
意
識
は
無
意
識
の
う
ち
に
、
蔵 

で
あ
る
「
阿
頼
耶
識
」
に
貯
蔵
さ
れ 

第
七
識
「
末
那
識
」 

よ
り
煩
悩
を
引
き
出 

し
て
い
る
の
で
す
。 

 

右
記
に
記
し
た
釈
迦 

の
言
葉
に
「
古
い
も
の 

を
喜
ん
で
は
な
ら
な
い
。
」
と
記
し
ま
し
た
。
古
い
も

の
と
は
自
身
が
嫌
な
思
い
の
こ
と
で
す
。
古
い
も
の
を

わ
ざ
わ
ざ
引
き
出
す
の
で
は
な
く
、
良
き
思
い
出
の
み

を
引
き
出
す
こ
と
で
い
い
の
で
す
。
そ
れ
は
誰
に
と
っ

て
も
今
日
が
新
し
い
人
生
で
あ
り
、
例
え
ば
、
以
前
に

住
ん
で
い
た
ゴ
ミ
出
し
の
日
を
わ
ざ
わ
ざ
覚
え
て
お
く

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
の
新
し
い
一
日
だ
け
を
し
っ

か
り
生
き
る
即
今
只
今
が
心
を
穏
や
か
に
過
ご
す
こ
と

に
つ
な
が
り
ま
す
。
す
べ
て
は
「
空
」
な
の
で
す
。
心

に
抱
え
た
存
在
は
無
な
の
で
す
。
そ
れ
を
知
る
最
短
の

道
が
「
般
若
の
智
慧
」
と
な
る
『
般
若
心
経
』
な
の
で

す
。
新
し
い
今
を
生
き
、
新
し
い
自
分
を
つ
く
る
。
苦

い
過
去
を
引
き
ず
る
こ
と
は
、
限
ら
れ
た
時
を
過
ご
す

人
生
に
は
も
っ
た
い
な
く
あ
り
ま
せ
ん
か
？
実
体
の
な

い
過
去
に
と
ら
わ
れ
る
人
生
に
す
る
た
め
に
私
た
ち
は

こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
ど
ん

な
境
遇
で
も
足
る
こ
と
を
知
る
有
り
難
さ
で
、
人
は
豊

か
に
な
れ
る
の
で
す
。 

合
掌  

三

月

の

戒

訓 
 

見
通
し
の
立
た
な
い
こ
と
は
潔
く
や
め
る
決
断
を
。 

【仏教伝来図】 

 


