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皆
さ
ん
は
、時
間
を
大
切
に
使
う
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
か
。「
は

い
」
と
言
え
る
人
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。
私
も
時
間
を
大
切
に
使
う

こ
と
が
で
き
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

ま
ず
、
働
い
て
い
る
大
人
の
労
働
時
間
か
ら
時
間
に
つ
い
て
考
え

た
い
と
思
い
ま
す
。
近
年
、
プ
レ
ミ
ア
ム
フ
ラ
イ
デ
ー
や
働
き
方
改

革
な
ど
が
で
き
て
い
ま
す
。
労
働
時
間
に
つ
い
て
も
見
直
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
働
い
て
い
る
人
全
て
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
以
前
、
私
の
父
は
深
夜
一
時
頃
に
帰
っ
て
く
る

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
朝
も
私
が
起
き
る
前
に
会
社
に
行
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
休
日
に
し
か
会
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

最
近
は
、
八
時
や
九
時
に
は
帰
っ
て
き
て
い
ま
す
。
早
く
は
な
っ
て

い
ま
す
が
、
定
時
に
仕
事
を
終
わ
り
に
し
て
帰
っ
て
く
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
休
日
出
勤
し
て
も
代
わ
り
の
休
み

を
も
ら
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
方
で
、
母
は
、
最
近
は
早
く
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
に
、
休
日
出
勤
し
た
場
合
は
、
平
日
に
休
み
を
と
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
有
給
休
暇
を
よ
く
使
っ
て
い

ま
す
。
母
に
聞
く
と
、
上
司
か
ら

「
有
給
が
余
っ
て
い
る
か
ら
、
使
っ
て
」

と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
は
施
行
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ま
し
た
。
も
っ
と
厳
し
く
法
律
に
従
え
ば
多
く
の
人
が
時
間
を

気
に
し
た
生
活
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
プ
レ
ミ
ア
ム
フ
ラ
イ
デ
ー
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
行
わ
れ

て
い
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
身
の
回
り
の
人
だ
け
な
の
か



と
思
い
、
調
べ
て
み
ま
し
た
。
や
は
り
、
一
割
か
ら
二
割
く
ら
い
し

か
実
施
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
実
施
直
後
よ
り
は
増

え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
取
り
組
み
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
部

の
人
だ
け
で
も
労
働
時
間
が
短
く
な
る
こ
と
は
良
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
っ
と
実
施
さ
れ
れ
ば
、
皆
が
法
律
に
従
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
、
時
間
を
よ
り
よ
く
使
え
る
よ
う
に
な
る

と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
働
き
方
改
革
や
プ
レ
ミ
ア
ム
フ
ラ
イ
デ
ー

が
全
国
の
ど
ん
な
人
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。

　

次
に
、
自
分
の
学
校
生
活
か
ら
時
間
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い

ま
す
。
南
中
に
は
三
つ
の
宝
「
時
・
礼
・
美
」
が
あ
り
ま
す
。
三
つ

の
宝
「
時
」
に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。「
時
」
と
は
、
五

分
前
行
動
・
三
分
前
着
席
の
こ
と
で
す
。
南
中
は
、移
動
教
室
で
す
。

先
生
が
教
室
に
来
る
の
で
は
な
く
、
生
徒
が
各
教
科
の
教
室
に
行
き

ま
す
。
そ
の
た
め
、授
業
と
授
業
の
間
は
十
分
間
休
み
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
チ
ャ
イ
ム
は
鳴
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
前
の
授
業
が
時
間

よ
り
遅
く
終
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
着
替
え
た
り
、
授
業

の
準
備
を
し
た
り
す
る
と
次
の
授
業
に
間
に
合
わ
な
く
な
り
そ
う
な

時
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
、
移
動
に
も
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
そ
の

時
、
ク
ラ
ス
の
人
達
は
、

「
次
の
授
業
に
間
に
合
わ
な
い
か
も
」

な
ど
と
言
っ
て
い
ま
す
。
間
に
合
わ
な
い
と
思
っ
て
も
時
間
を
意
識

し
て
い
る
こ
と
は
良
い
こ
と
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

南
中
の
宝
の
一
つ
「
時
」
は
私
達
生
徒
に
良
い
影
響
を
与
え
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
一
人
一
人
が
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
て
い

ま
す
。
中
学
生
の
頃
か
ら
時
間
が
意
識
で
き
る
こ
と
は
、
将
来
に
も

役
立
つ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
時
間
に
厳
し
く
な
る
こ
と
で
生
活

に
余
裕
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
り
、
上
手
な
時
間
の
使
い
方
を
見
つ

け
新
し
い
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
将
来
の
た
め
に
も
、
今
の
う
ち
か
ら
時
間
を
意
識
し
た

行
動
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
今
よ
り
も
時
間
を

大
切
に
し
て
過
ご
し
て
い
き
た
い
で
す
。


