
　

私
た
ち
現
代
人
の
よ
う
に
時
間
を
管
理
す

る
時
計
や
世
界
中
の
時
間
が
把
握
で
き
る
通

信
機
器
な
ど
の
「
文
明
の
利
器
」
を
持
ち
え

な
か
っ
た
古
代
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て

歳
月
・
時
間
の
流
れ
を
管
理
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
？
『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
十
年

（
六
七
一
）
四
月
条
に
「
漏ろ
う
こ
く剋
を
新
し
き
台
に

置
く
。
は
じ
め
て
候と

時き

を
打
つ
。
鐘か
ね

鼓つ
づ
みを

動
と
ど
ろ
かす

。

は
じ
め
て
漏
剋
を
用
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
漏
剋
と
は
水
時
計
の
こ
と
で
箱
の
よ

う
な
容
器
の
中
に
水
が
た
ま
り
、
目
盛
り
が

刻
ま
れ
た
棒
に
浮
き
が
付
い
て
お
り
、
水
位

の
上
昇
に
よ
り
目
盛
り
が
変
わ
る
仕
組
み
の

時
計
で
す
。
そ
れ
を
役
人
が
目
視
し
て
、
時

刻
を
告
げ
る
鐘
を
鳴
ら
し
ま
し
た
。
現
在
の

十
二
時
と
五
時
の
放
送
の
よ
う
な
感
覚
で
す
。

　

暦
（
カ
レ
ン
ダ
ー
）
に
つ
い
て
は
、
中

央
政
府
か
ら
各
国
に
暦
が
頒
布
さ
れ
ま
し

た
。
全
国
各
地
で
具ぐ
ち
ゅ
う
れ
き

注
暦
と
呼
ば
れ
る
暦
の

破
片
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
紙
は
地
中
で
は

腐
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、漆
を
塗
る
作
業
の
際
、

漆
の
容
器
に
ゴ
ミ
が
入
ら
な
い
よ
う
ラ
ッ
プ

の
役
割
を
し
た
紙
に
漆
が
付
着
す
る
と
コ
ー

テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
状
態
で
腐
ら
ず
に
出
土
し

ま
す
。
こ
れ
を
漆

う
る
し

紙が
み

文も
ん
じ
ょ書

と
い
い
ま
す
。
紙

は
貴
重
だ
っ
た
た
め
、
役
所
で
不
要
に
な
っ

た
反
故
紙
が
リ
サ
イ
ク
ル
で
使
用
さ
れ
ま
し

た
。

　

現
在
の
感
覚
で
は
考
え
に
く
い
の
で
す
が
、

古
代
に
お
い
て
暦
と
時
間
を
管
理
す
る
こ
と

＝
時
を
支
配
し
た
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
は
政

策
上
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ

の
頃
、
全
国
共
通
基
準
の
下も
と

に
様
々
な
取
決

め
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
下

野
国
で
も
同
様
に
国
衙
（
国
府
）
か
ら
郡
家

（
郡
役
所
）
を
通
じ
て
村
々
に
暦
な
ど
の
情
報

が
提
供
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。現
在
、

市
が
配
布
す
る
行
政
カ
レ
ン
ダ
ー
に
も
通
じ

る
部
分
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
暦
に
は
農
事
に
お
け
る
吉
日
に
つ

い
て
も
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
田
起
こ
し
、

草
刈
、
モ
グ
ラ
穴
ふ
さ
ぎ
、
種
ま
き
な
ど
の

農
事
サ
イ
ク
ル
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
旧
暦

の
二
月
は
新
暦
の
三
月
に
相
当
す
る
こ
と
か

ら
二
月
に
は
様
々
な
農
事
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
他
、
農
事
（
農
業
生
産
物
）
＝
田

畑
（
口く
ぶ
ん
で
ん

分
田
の
班
給
は
二
月
三
十
日
ま
で
）

＝
税
（
租そ

・
庸よ

う

・
調ち

ょ
う

）
と
な
る
当
時
の
税
制

シ
ス
テ
ム
か
ら
や
は
り
二
〜
三
月
は
、
古
代

に
お
い
て
も
税
や
出す

い
こ挙（

種
も
み
・
銭
の
貸
付
）

に
関
す
る
決
め
事
が
多
い
時
期
で
し
た
。
現

在
も
確
定
申
告
な
ど
税
に
関
す
る
作
業
が
行

わ
れ
る
の
も
こ
の
時
期
で
す
。

　

た
だ
、
当
時
の
す
べ
て
の
人
々
が
暦
ど
お

古
代
の
暦　

─ 
春
を
告
げ
た
の
は
… 

─

新・下野市風土記

新
・
下
野
市
風
土
記

下
野
市
教
育
委
員
会　

文
化
課

り
に
生
活
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

特
に
農
作
業
な
ど
は
全
国
で
時
期
も
異
な
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
し
、地
域
独
自
の
暦
が
あ
っ

た
は
ず
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
月
読
み
」
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
一
か
月
を
理
解
し
、
自
然
現

象
か
ら
季
節
の
変
化
を
読
み
取
る
「
自
然
暦
」

が
各
地
で
成
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

そ
れ
ら
が
地
域
独
自
の
伝
統
と
文
化
を
形
成

し
ま
し
た
。当
市
に
住
ん
で
い
た
古
代
の
人
々

は
、
花
の
咲
き
方
、
風
の
匂
い
、
霜
の
降
り
方
、

渡
り
鳥
、
男
体
山
や
那
須
連
山
の
冠
雪
や
富

士
山
の
見
え
方
な
ど
で
季
節
を
感
じ
て
い
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（
当
時
、
那
須
連
山
や

富
士
山
は
時
折
、噴
火
し
て
い
ま
し
た
が
・・・
）

用　

語　

解　

説

漏
剋
…
奈
良
県
明
日
香
村
で
１
９
８
０
年
代

に
発
見
さ
れ
飛
鳥
水
落
遺
跡
と
し
て
史
跡
整

備
さ
れ
て
い
ま
す
。

出
挙
…
役
所
な
ど
公
の
機
関
が
貸
し
付
け
る

公く

出す
い
こ挙

と
富
豪
層
が
貸
し
付
け
る
私し

出す
い
こ挙

が

あ
り
、
大
寺
院
な
ど
が
貸
し
付
け
る
こ
と
も

あ
り
後
の
荘 

園
化
に
つ
な
が
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
下
野
薬
師
寺
も
五
百
町
の
墾
田

を
持
っ
て
お
り
、
出
挙
の
貸
し
出
し
を
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

薬師寺回廊と梅の花
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