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外
に
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け
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関
す
る
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考
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フ

ト

時
間
を
あ
ま
り
と
ら
な
い
よ
う
に
、
ご
く
簡
単
に
報
告
さ
せ
て
い
た 

だ
き
た
い
と
思
う
。
予
め
言
っ
て
お
き
た
い
が
、
こ
の
短
い
発
表
の
意 

向
は
、
西
谷
先
生
の
影
響
力
を
、
い
わ
ば
量
的
に
計
る
こ
と
で
あ
り
、
 

け

っ

し

て

そ
の
思
想
の
影
響
を
思
想
史
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
我
々
が
ど
う
し
て
西
谷
先
生
の
海
外
に
於
け
る
評
価
を
知
り 

た
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

一
般
的
に
言
っ
て
、
我
々
が 

皆
あ
る
程
度
そ
の
哲
学
に
参
加
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
評
判
に
興
味
を 

持
っ
て
い
て
も

極
く
自
然
で
あ
る
と
言
え
る
し
、
そ

う

い

う「

東
洋
的 

思
想」

の
場
合
、
西
洋
に
於
け
る
評
判
が
特
別
な
テ
ス
ト
に
な
る
に
違 

い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
う
少
し
個
人
的
な
話
を
許
し
て
い
た
だ 

け
ば
、『

宗
教
と
は
何
か』

を
英
訳
し
た
時
代
か
ら
、
そ
の
本
を
通
じ 

て
東
西
の
本
当
の
思
想
的
対
話
が
発
生
す
る
だ
ろ
う
と
、
私
は
期
待
し 

て
き
た
。
そ
の
対
話
に
お
い
て
、
西
洋
の
思
想
家
が
西
谷(

大
き
く
言 

え
ば
京
都
学
派)

の
思
想
か
ら
お
お
い
に
学
ぶ
と
同
時
に
、
彼
ら
の
批 

判
に
刺
激
さ
れ
て
京
都
学
派
の
思
想
が
更
に
発
展
す
る
た
ろ
う
と
い
う

期
待
で
あ
っ
た
。
今
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
の
希
望
は
ど
れ
く
ら
い
実 

現
し
た
か
、
上
田
閑
照
氏
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、
本
当
に「

西
谷 

先
生
の
思
索
の
意
義
が
世
界
に
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る」

の
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
西
谷
先
生
の
よ
う
な
思
想
の
評
価
や
影
響
を
計
る
と
い
う
こ
一 

と
は
な
か
な
か
簡
単
で
は
な
い
と
思
う
が
、
そ
の
可
能
な
尺
度
と
考
え
40 

ら
れ
る
点
に
そ
っ
て
、
短
く
調
べ
て
い
き
た
い
と
思
う
。 
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一
、
西
谷
先
生
の
英
訳
さ
れ
て
い
る
本
は
ど
れ
く
ら
い
売
れ
て
い
る
の
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N
o
th

in
g

n
e
s
s

の
比
較
的
な
人
気
の
秘
密
は
、
西 

洋
人
が
そ
れ
に
お
い
て
多
く
の
挑
発
的
な
考
え
を
十
分
に
説
明
さ
れ
た 

形
で
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ 

と
違
っ
て
、
例
え
ば
西
田
先
生
の『

場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観』

は
、
彼
の
前
の
書
物
の
知
識
を
前
提
と
す
る
形
で
し
か
、
そ
の
考
え
方 

を
説
明
し
て
い
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ニ
、
そ
の
思
想
は
大
学
で
ど
れ
く
ら
い
教
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

特
別
に
調
べ
た
こ
と
は
な
い
が
、
ョ
I

ロ
ッ
パ
で
は
皆
無
で
は
な
い 

か
と
思
わ
れ
る
。
米
国
で
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
教
え
ら
れ
る
よ
う 

だ
が
、
私
の
こ
の
春
に
経
験
し
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
ボ
ス
ト
ン
地 

方
で
は『

宗
教
と
は
何
か』

を
テ
キ
ス
ト
に
使
う
コ
ー
ス
は
三
つ
あ
っ 

た
の
で
あ
る
。

三
、
そ
の
思
想
は
ど
れ
く
ら
い
引
用
さ
れ
て
い
る
の
か
。

こ
の

点
で
も
あ
い
に
く
統
計
が
な
く
て
、
詳
し
い
話
は
出
来
な
い
が
、
 

英
文
の
学
術
雑
誌
に
お
い
て
»
61̂:
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N
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th

in
g
n
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s
s

は
よ
く 

引
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
だ
。
ド
ィ
ツ
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
雑 

誌
は
ほ
と
ん
ど
手
に
入
ら
な
い
の
で
、
判
断
し
に
く
い
が
、
そ
れ
に
お 

け
る
西
谷
先
生
の
テ
キ
ス
ト

の
引
用
は
恐

ら

く

非
常
に
少
な
い
だ
ろ
う
。

四
、
海
外
の
学
者
に
よ
る
、
評
価
の
直
接
的
表
現
は
ど
れ
く
ら
い
あ
る

の
か
。

皆
さ
ん
ご
存
知
の
通
り
、
本
の
評
価
は
ま
ず
書
評
に
お
い
て
現
れ
る 

が
、『

宗
教
と
は
何
.か』

に
な
る
と
、
積
極
的
な
書
評
は
た
く
さ
ん
出 

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
西
谷
思
想
を
テー

マ
と

す
る
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム 

が
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録
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発
行
さ
れ
た

と

い

う

こ
と 

も
高
い
評
価
の
印
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

上
の
四
点
は
あ

る

程
度
西
谷
思
想
の
西
洋
に
於
け
る

評

価

度

を

指

示|  

す
る
も
の
で
は
あ

る

け

れ

ど
も
、
思
想
家
の
本
当
の
影
響
は
、
自

分

を

《 

彼
の
弟
子
と
言
わ
な
く
て
も
、
自
分
の
思
想
に
お
い
て
彼
に
深
く
影
響
一 

さ
れ
、
哲
学
す
る
時
に
彼
を
絶
え
ず
相
手
に
す
る
人
々
が
生
ま
れ
る
と

こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
米
国
に
は
そ
う
い
う
学
者
が
多
少
-
-
こ
い
っ

て
も
、
そ
の
数
は
ま
だ
少
な
い
が——

居
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し 

か
し
、
そ
の
学
者
が
ど
の
学
問
的
分
野
に
属
す
る
か
と
い
う
点
に
注
意 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
ま
た
お
お
ざ
っ
ぱ
な
話
に
な
る
け
れ 

ど

も

、

今
の
問
題
に
当
を
得
た
分
野
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
なp

ic
tu

re

 

が
出
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

——

西
谷
先
生
の
思
想
と
ま
じ
め
に
取
り
組
む
1

の
大
多
数
は
キ 

リ
ス
ト
教
の
神
学
者
、
と
り
あ
え
ず
仏
教
•
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
に
関 

心
を
持
つ
神
学
者
の
う
ち
に
見
当
る
。
そ
れ
は
、
西
谷
思
想
の
宗
教
的



性
質
か
ら
す
れ
ば
、
無
理
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

——

次
に
、
仏
教
学
者
を
見
る
と
、
彼
ら
の
間
に
西
谷
先
生
の「

仏 

教
的」
哲
学
を
参
考
に
す
る
者
が
ど
れ
く
ら
い
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私 

の
知
っ
て
い
る
限
り
、
そ
の
数
は
非
常
に
少
な
く
、
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど 

は
西
谷
思
想
に
学
ぶ
よ
り
も
、
直
接
そ
の
思
想
の
源
泉
で
あ
る
龍
樹
な 

ど
に
行
っ
た
方
が
有
益
だ
と
思
う
よ
う
で
あ
る
。

——

最
後
に
、
西
谷
先
生
ご
自
身
が
い
ち
ば
ん
相
手
に
し
て
も
ら
い 

た
か
っ
た
哲
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
少
し
過
言
に
な
る
か
も
し
れ
な 

い
が
、
西
洋
の
純
粋
な
哲
学
者
の
間
に
は
、
西

谷

先

生(

大
き
く
言
ぇ 

ば
京
都
学
派)

の
影
響
は
ま
だ
皆
無
に
近
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で「

純
粋
な
哲
学
者」

と
言
う
の
は
、
哲
学
を
狭
義
のw

is
se

n
-

 

s
c
h
a
ft

と
見
て
、
他
に
曰
本
と
特
別
な
関
係
を
持
た
な
い
学
者
と
い
う 

意
味
で
あ
る
。

さ
て
、
西
洋
の
哲
学
者
の
こ
の
無
関
心
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ 

ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
の
は
次
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。

——

ま
ず
、
現
在
西
洋
の
哲
学
界
が
、
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ツ
や
へ
ー
ゲ
ル 

の
時
代
よ
り
も
、
閉

鎖

的(p
a

r
o

c
h

ia
l)

に
な
っ
た

と

よ

く

指
摘
さ 

れ
る
の
で
あ
る
。

——

西
洋
を
そ
の
本
来
の
場
と
す
る
哲
学
に
は
、
独
特
で
、
内
的
必 

然
性
を
持
つ
よ
う
な
、
歴
史
的
な
流
れ
が
あ
り
、
外
か
ら
そ
の
中
に
入 

る
こ
と
が
不
可
能
に
近
い
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
京
都
学
派
の
ど 

ち
ら
か
と
い
え
ば
存
在
論
的
な
思
想
は
、
存
在
論
が
ほ
と
ん
ど
タ
ブ
ー 

に
な
っ
た
現
在
よ
り
も
、
例
え
ば
へ
ー
ゲ
ル
の
時
代
な
ら
、
も
っ
と
西

洋
の
哲
学
界
に
入
り
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
時
々
考
え 

る
こ
と
か
あ
る
。

——

し
か
し
、
問
題
の|

部
は
、
西

谷

先

生(

京
都
学
派
一
般)

の 

哲
学
の
性
質
に
あ
る
と
も
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
内
的
に
宗
教
的
で
、
 

理
性
を
超
え
る
地
平
に
開
い
た
も
の(

い
わ
ば「

全
哲」

)

と
し
て
、

こ 

の
哲
学
は
現
代
西
洋
の
哲
学(

い
わ
ば「

純
哲」

)

と
根
本
的
に
違
う
の 

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「

西
田
哲
学
の
性
格
と
西
洋
哲
学
界
の
現
在
状 

況
か
ら
し
て
、
西
田
は『

純
粋
哲
学
者』

よ
り
も
、『

宗
教
思
想
家』 

と
し
て
承
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う」

と
私
は
だ
い
ぶ
前
に
一
度
書
い
た
通 

り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
く
、
非
常
に
ま
じ
め
に
西
谷
の
思
想
と 

取
り
組
ん
で
い
る
神
i

、L
a
n
g
d
o
n

 

G
ilk

e
y

は
自
然
に
そ
の
思
想 

を

「

仏
教
的
哲
学
的
神
学」

と
名
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本 

当
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
京
都
哲
学
と
西
洋
哲
学
と
の
合
流
は
、
後
者 

の

「

懺
悔」

を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
反
省
し
て
も
ら
い
た
い
と

こ

ろ

を

一

つ
挙
げ
た
い
と
思
う
。 

す
な
わ
ち
、
西
洋
に
お
い
て
京
都
哲
学
へ
の
関
心
を
促
進
し
よ
う
と
思 

え
ば
、
向
こ
う
か
ら
来
る
批
判
を
真
面
目
に
受
け
取
っ
て
、
そ
れ
に
丁 

寧
に
答
え
る
こ
と
程
よ
い
方
法
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
京
都
哲
学
の
後 

継
者
は
塞
に
そ
う
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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