
人
が
行
き
場
を
な
く
せ
ば
、
そ
れ
と
共
に
ひ
と
つ
の
文
化
が

消
え
去
っ
て
い
く
。
何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
状
況
を
憂
え
る

人
は
数
多
い
。

だ
が
、
呉
服
の
世
界
に
は
素
人
で
は
な
か
な
か
う
か
が
い

し
れ
な
い
商
売
の
や
り
方
や
慣
習
が
あ
る
。
狭
い
世
界
に
安

住
し
て
い
る
う
ち
に
、
市
場
ニ
ー
ズ
を
つ
か
ま
え
き
れ
な
く

な
っ
た
店
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
こ
と
も
、
ま
た
事
実
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
き
も
の
愛
好
家
向
け
の
雑
誌
に
紹
介
さ
れ
る

商
品
に
は
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
価
格
が
示
さ
れ
て
い
な

服
業
界
に
は
、
も
う
長
い
間
逆
風
が
吹
き
続
け
て
い

る
と
い
わ
れ
る
。
東
京
や
京
都
の
老
舗
が
次
々
に
店

を
た
た
み
、
大
手
の
中
に
も
経
営
状
況
の
悪
化
が
取
り
ざ
た

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
い
。

上
品
で
、
し
か
も
「
き
し
や
好
み
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ

た
ほ
ど
独
自
の
個
性
を
備
え
て
い
た
銀
座
の
「
き
し
や
」
は
、

皇
后
陛
下
の
き
も
の
を
た
く
さ
ん
扱
っ
て
き
た
ほ
ど
の
名
店

だ
っ
た
が
、
先
年
店
を
た
た
み
、
そ
の
名
は
別
の
会
社
が
譲

り
受
け
た
。
同
じ
く
銀
座
の
「
ち
た
和
」
も
閉
店
し
、
取
引

の
あ
っ
た
東
京
の
花
柳
界
や
梨
園
の
人
々
を
嘆
か
せ
た
。
ほ

か
に
も
、
数
々
の
名
店
が
商
売
か
ら
退
い
て
い
っ
た
。

そ
の
理
由
は
も
ち
ろ
ん
一
つ
に
集
約
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
本
業
を
手
堅
く
や
っ
て
き
た
の
に
不
動
産
に
手
を
出
し

た
と
か
、
跡
継
ぎ
が
呉
服
に
興
味
が
な
い
た
め
、
自
ず
と
商

売
が
荒
れ
て
し
ま
い
人
材
が
流
出
し
た
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な

話
は
漏
れ
伝
わ
っ
て
く
る
。
ひ
と
つ
の
呉
服
店
が
つ
ぶ
れ
て

し
ま
う
と
、
そ
こ
が
長
年
抱
え
て
き
た
職
人
た
ち
も
仕
事
を

失
っ
て
し
ま
う
。
高
度
な
技
術
を
持
っ
て
い
た
腕
の
よ
い
職

い
。
家
電
や
パ
ソ
コ
ン
の
中
に
は
「
オ
ー
プ
ン
価
格
」
と
だ

け
表
示
さ
れ
て
い
て
、
あ
と
は
店
頭
で
確
か
め
た
り
、
ネ
ッ

ト
で
比
較
し
た
り
し
て
購
入
す
る
も
の
も
あ
る
。
だ
が
呉
服

は
同
じ
製
品
が
大
量
に
出
ま
わ
る
こ
と
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
で

の
比
較
も
難
し
い
。
そ
れ
な
の
に
価
格
が
あ
い
ま
い
な
の
で
、

消
費
者
に
は
非
常
に
わ
か
り
づ
ら
く
、
特
に
初
心
者
に
不
安

を
抱
か
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

ま
っ
た
く
同
じ
反
物
や
帯
で
あ
っ
て
も
、
店
に
よ
っ
て
値

段
が
違
う
。
問
屋
な
ど
の
卸
が
い
く
つ
か
介
在
す
る
店
の
場

合
と
、
で
き
る
だ
け
中
間
で
マ
ー
ジ
ン
を
取
ら
れ
な
い
よ
う

な
関
係
を
築
い
て
い
る
店
の
場
合
で
は
価
格
が
違
っ
て
く
る

し
、
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
店
主
の
気
持
ち
一
つ
で
い

か
よ
う
に
も
利
幅
を
決
め
ら
れ
る
世
界
で
あ
る
。
買
い
慣
れ

た
消
費
者
で
な
け
れ
ば
、
適
正
価
格
の
見
極
め
は
難
し
い
。

ま
た
呉
服
に
な
じ
み
が
な
い
読
者
に
と
っ
て
も
大
い
に
わ

か
り
に
く
い
の
は
、
反
物
や
帯
は
「
安
け
れ
ば
い
い
」
と
は

言
い
き
れ
な
い
と
い
う
点
だ
ろ
う
。
呉
服
は
ほ
と
ん
ど
の
場

合
、
専
門
業
者
で
な
け
れ
ば
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
で
き
な
い
。
浴

衣
な
ら
と
も
か
く
、
絹
物
の
き
も
の
や
帯
は
自
分
で
洗
濯
す

る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
自
分
で
和
裁
が
で
き
る
人
は
、
今

ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
寸
法
に
合
わ
せ
て
き
も

の
を
仕
立
て
、
き
ち
ん
と
季
節
ご
と
に
入
れ
替
え
、
手
入
れ

を
し
、
ド
レ
ス
コ
ー
ド
に
の
っ
と
っ
て
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し

い
装
い
を
す
る
の
は
、
き
も
の
好
き
に
は
楽
し
み
に
も
な
る

呉服屋第4回

サービス経済化が進展するなか、競争優位性の源泉として
顧客接点の強化を挙げる日本企業は多い。そこで注目されるのが
「おもてなしの心」の発揮だ。日本ならではともいわれるものだが、
どんな経緯で成立し、どんな要素で構成されているのか、
よく知られているとは言いがたい。この連載では
今ももてなしの心が息づく現場を歩くことで、
「おもてなし」とは何か、企業の競争優位性構築に
どう生かせるのかを明らかにしていく。
文 千葉望 企画編集 五嶋正風（本誌）
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一
枚
の
き
も
の
か
ら
築
く

独
特
な
信
頼
関
係

呉



だ
ろ
う
が
、
大
方
の
人
に
と
っ
て
は
頭
痛
の
種
だ
。
そ
こ
で

呉
服
店
は
仕
立
て
や
手
入
れ
を
引
き
受
け
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

的
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
か
、
一
昔
前
ま
で
は
「
あ
ち
こ
ち
の
呉
服
屋
の

名
前
が
入
っ
た
畳
紙

た
と
う
が
み

（
き
も
の
や
帯
を
し
ま
っ
て
お
く
和
紙

の
包
み
紙
）
が
箪
笥
に
入
っ
て
い
る
な
ん
て
、
恥
ず
か
し
い

こ
と
」

と
い
う
価
値
観
が
強
か
っ
た
。
家
の
呉
服
は
信
頼
の
置
け

る
店
に
ま
か
せ
て
お
き
、
す
べ
て
そ
こ
で
面
倒
を
見
て
も
ら

う
。
信
頼
に
足
る
優
れ
た
店
と
そ
れ
だ
け
の
関
係
を
日
頃
か

ら
築
き
、
付
き
合
っ
て
い
る
こ
と
が
ス
テ
イ
タ
ス
で
も
あ
っ

た
。
家
の
中
で
き
も
の
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
恵
や
、
呉

服
店
と
の
付
き
合
い
方
が
伝
授
さ
れ
た
時
代
な
ら
、
そ
れ
で

も
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
現
代
は
違
う
。
海
外
や
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
ブ
ラ

ン
ド
物
を
自
在
に
着
こ
な
し
、
そ
の
上
で
き
も
の
に
関
心
を

持
ち
始
め
た
お
洒
落
な
人
々
が
い
る
。
一
方
で
、
き
も
の
の

こ
と
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
ま
ま
、
成
人
式
の
振
袖
で
初
め

て
着
て
み
て
、「
き
つ
く
て
苦
し
い
も
の
」
と
い
う
印
象
を
持

ち
続
け
て
い
る
人
々
も
い
る
。
本
格
的
な
き
も
の
は
着
た
こ

と
が
な
い
け
れ
ど
、
浴
衣
を
自
分
な
り
の
セ
ン
ス
で
着
こ
な

し
て
し
ま
う
若
者
も
い
る
。
き
も
の
を
取
り
巻
く
環
境
は
多

様
化
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
潮
目
を
読
み
き
れ
な
か
っ

た
呉
服
店
が
退
場
を
迫
ら
れ
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
必
然
だ

ろ
う
。

環
境
が
厳
し
さ
を
増
す
な
か
、
堅
実
な
経
営
を
続
け
る
呉

服
店
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
い
う
店
は
、
継
続

し
て
顧
客
の
支
持
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

今
回
は
き
も
の
を
題
材
に
、
東
京
・
人
形
町
「
錦
や
」
に
お

け
る
、
日
本
的
な
も
て
な
し
の
本
質
を
探
っ
て
み
た
い
。

東京・人形町の呉服屋「錦や」の若旦那、小林宏安氏。
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に
も
呉
服
店
ら
し
い
雰
囲
気
が
漂
う
。

だ
が
、
二
階
も
あ
る
店
な
の
に
、
思
い
の
ほ
か
店
頭
に
置

か
れ
て
い
る
商
品
が
少
な
い
気
も
す
る
。
小
林
氏
は
、
そ
の

疑
問
に
答
え
て
く
れ
た
。

「
う
ち
の
場
合
、
店
に
や
っ
て
こ
ら
れ
る
お
客
様
だ
け
で
な

く
、
長
い
お
付
き
合
い
の
あ
る
お
客
様
で
あ
れ
ば
、
お
宅
に

商
品
を
持
っ
て
お
邪
魔
し
、
見
て
い
た
だ
く
こ
と
も
多
い
の

で
す
。
社
員
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
の
お
客
様
の
と
こ
ろ
に
商
品

を
持
っ
て
車
で
営
業
に
回
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
店
に
置
か
れ

て
い
る
も
の
は
少
な
く
な
り
ま
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
来
店
さ

れ
る
前
に
ご
連
絡
を
い
た
だ
い
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
を
探
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
を
う
か
が
っ
て
、
ふ
さ

わ
し
い
商
品
を
ご
用
意
し
て
お
き
ま
す
」

た
と
え
ば
、
娘
の
成
人
式
用
の
振
袖
が
見
た
い
と
頼
ん
で

央
区
日
本
橋
人
形
町
の
交
差
点
か
ら
甘
酒
横
丁
に
入

り
、
に
ぎ
や
か
な
商
店
街
を
そ
ぞ
ろ
歩
く
と
、
そ
こ

に
は
懐
か
し
い
東
京
の
匂
い
が
立
ち
上
っ
て
い
た
。
つ
づ
ら

屋
、
三
味
線
屋
、
和
菓
子
屋
、
鯛
焼
き
屋
な
ど
が
軒
を
連
ね
、

小
体
な
食
堂
や
居
酒
屋
も
長
年
商
売
を
続
け
て
き
た
ら
し
い

落
ち
着
き
を
見
せ
て
い
る
。
も
う
少
し
歩
け
ば
、
浜
町
の
明

治
座
と
い
う
あ
た
り
に
「
錦
や
」
は
あ
っ
た
。

今
回
話
を
聞
い
た
若
旦
那
の
小
林
宏
安
氏
は
、
創
業
者
の

孫
に
あ
た
る
。
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
に
は
、
あ
っ
さ
り
し
た

柄
付
け
、
控
え
め
な
色
の
反
物
や
帯
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
い

か
に
も
「
江
戸
好
み
」
を
掲
げ
る
店
ら
し
い
す
っ
き
り
と
し

た
品
揃
え
で
あ
る
。
こ
れ
が
京
都
の
呉
服
店
な
ら
、
は
ん
な

り
し
た
色
柄
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

家
紋
の
楓
が
染
め
抜
か
れ
た
暖
簾
を
く
ぐ
る
と
、
そ
こ
に

は
反
物
や
帯
、
帯
揚
げ
や
帯
締
な
ど
の
小
物
が
並
べ
ら
れ
、

小
上
が
り
の
よ
う
に
畳
が
敷
か
れ
た
一
画
も
あ
っ
て
、
い
か

お
け
ば
、
反
物
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
似
合
う
帯
や
小
物
を

用
意
し
て
お
い
て
く
れ
る
。「
こ
ん
な
感
じ
の
も
の
」
と
頼
ま

れ
て
、
そ
れ
ら
し
い
商
品
が
な
い
場
合
は
問
屋
か
ら
取
り
寄

せ
て
お
く
こ
と
も
あ
る
。

「
こ
の
よ
う
な
商
売
で
す
と
商
品
の
や
り
取
り
が
あ
る
の
で
、

純
粋
な
日
本
的
お
も
て
な
し
と
い
う
よ
り
は
、
も
の
を
通
じ

て
感
じ
て
い
た
だ
く
お
も
て
な
し
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

ね
。
た
だ
、
一
般
的
な
業
界
よ
り
も
、
気
持
ち
の
部
分
が
大

き
い
こ
と
は
確
か
で
す
。
初
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
客
様
に

対
し
て
も
、
同
じ
よ
う
に
お
相
手
い
た
し
ま
す
」

小
林
氏
も
、
最
近
の
呉
服
業
界
に
つ
い
て
は
問
題
に
思
う

こ
と
も
多
い
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
キ
ャ
ッ
チ
セ
ー
ル
ス
ま

が
い
の
商
売
を
し
、
高
い
商
品
を
高
額
ロ
ー
ン
を
組
ま
せ
て

買
わ
せ
る
。
神
戸
や
大
阪
で
そ
う
い
う
手
法
を
取
っ
て
い
た

会
社
が
マ
ス
コ
ミ
を
に
ぎ
わ
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
明
ら
か

に
支
払
能
力
が
な
い
と
思
わ
れ
る
人
間
に
も
、
そ
の
手
法
で

呉
服
を
売
っ
て
い
た
と
い
う
。
苦
情
が
殺
到
し
、
そ
の
会
社

さ
り
げ
な
く
お
客
様
を
導
く

中

こばやし・ひろやす
1969年、東京生まれ。人
形町にある呉服店「錦や」
の若旦那。祖父が開いた
「錦や」は現在、小林氏の
父喬氏が社長を務める。
大学を卒業して京都のメ
ーカーへ3年間修業に出
た後、錦やに戻った。本
人は口下手を自認するが、
誠実な仕事ぶりに顧客の
信頼は厚い。
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が
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
と
、
規
模
が
大
き
い
と
こ
ろ
だ
け
に
一

気
に
業
界
全
体
の
売
り
上
げ
が
落
ち
る
。
も
ち
ろ
ん
、
関
連

企
業
の
人
々
は
職
を
失
う
。

呉
服
屋
は
こ
わ
い
。
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
消
費
者
の
間
に

広
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
小
林
氏
は
恐
れ
る
。
ナ
ビ
ゲ
ー
タ

ー
が
い
な
い
と
、
何
が
必
要
な
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
そ

の
場
の
空
気
に
流
さ
れ
て
買
い
物
を
し
か
ね
な
い
。
そ
う
い

う
破
目
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
良
心
的
な
呉
服
店

に
出
会
う
の
が
い
ち
ば
ん
な
の
だ
が
、
ど
う
や
っ
て
探
し
当

て
れ
ば
よ
い
の
か
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

実
は
、
消
費
者
に
も
誤
解
が
あ
る
。

「
老
舗
の
呉
服
屋
さ
ん
っ
て
お
高
い
ん
で
し
ょ
う
？
」

と
い
う
先
入
観
が
強
い
の
だ
。
だ
が
、
老
舗
の
呉
服
店
は

自
分
の
と
こ
ろ
で
腕
の
よ
い
職
人
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
問
屋
か
ら
買
う
も
の
も
あ
る
が
、
独
自
の
個
性
を
感
じ

さ
せ
る
商
品
は
、
自
分
た
ち
で
企
画
し
、
職
人
に
依
頼
し
て

作
ら
せ
な
い
と
生
ま
れ
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
職
人
た
ち

は
社
員
で
は
な
い
が
、
安
定
的
に
仕
事
を
発
注
し
て
生
活
が

成
り
立
つ
よ
う
に
気
配
り
を
す
る
。
職
人
は
呉
服
店
に
義
理

立
て
を
し
て
、
そ
こ
の
仕
事
だ
け
を
行
う
か
、
優
先
す
る
。

義
理
人
情
の
世
界
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
直
接

の
取
引
な
の
で
、
マ
ー
ジ
ン
の
占
め
る
割
合
は
低
い
。

「
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
を
見
て
入
っ
て
こ
ら
れ
た
お
客
様
が

『
あ
ら
、
意
外
に
お
安
い
の
ね
』
と
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
も
よ
く

あ
り
ま
す
」

も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、「
錦
や
」
の
場
合
、
そ
こ
に
あ
る

商
品
を
買
う
だ
け
で
な
く
、
真
っ
白
な
反
物
を
色
柄
か
ら
誂
あ
つ
ら

え
る
場
合
も
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
洋
服
の
世
界
で
は

オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
割
合
は
ご
く
低
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

呉
服
の
世
界
で
は
健
在
で
あ
る
。

「
す
で
に
あ
る
商
品
を
ご
用
意
す
る
と
き
も
同
じ
で
す
が
、

お
誂
え
の
場
合
は
特
に
、
そ
の
き
も
の
や
帯
で
い
つ
、
ど
ち

ら
に
出
か
け
ら
れ
る
の
か
を
細
か
く
う
か
が
い
ま
す
。
礼
服

の
場
合
で
も
、
結
婚
式
や
、
叙
勲
な
ど
の
パ
ー
テ
ィ
か
に
よ

っ
て
、
ま
た
招
か
れ
る
お
立
場
に
よ
っ
て
お
召
し
に
な
る
も

の
が
違
っ
て
き
ま
す
。
い
く
つ
紋
を
入
れ
る
か
も
大
事
で
す

ね
。
た
く
さ
ん
紋
を
入
れ
れ
ば
着
ら
れ
る
場
所
が
限
ら
れ
て

き
ま
す
か
ら
。
お
茶
会
か
、
お
稽
古
着
か
。
ふ
つ
う
の
お
洒

落
着
か
。
目
的
に
合
わ
せ
て
、
留
袖
か
訪
問
着
か
、
ま
た
付

け
下
げ
か
な
ど
を
決
め
て
い
た
だ
く
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん

季
節
に
よ
っ
て
も
違
い
ま
す
。

誂
え
て
い
た
だ
く
も
の
が
決
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
今
度
は

色
柄
の
ご
相
談
に
入
り
ま
す
。
使
う
生
地
や
手
法
も
選
ん
で

い
く
わ
け
で
す
。
型
染
め
な
の
か
、
手
描
き
か
、
刺
繍
な
の

か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
味
わ
い
が
違
い
ま
す
の
で
、
お
好
み
に
合

わ
せ
て
お
作
り
し
ま
す
。
は
っ
き
り
と
し
た
好
み
を
お
持
ち

の
場
合
は
、『
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
ほ
し
い
』
と
注
文
さ
れ

る
こ
と
も
多
い
で
す
」

き
も
の
好
き
で
も
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
知
識
が
な
い
場
合
に

は
、
注
文
が
あ
い
ま
い
だ
っ
た
り
、
そ
の
ま
ま
作
る
と
季
節

や
ド
レ
ス
コ
ー
ド
に
合
わ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
場
合
も
小
林
氏
は
「
そ
れ
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
正
面
か



ら
言
い
立
て
る
こ
と
は
少
な
い
。
で
き
る
だ
け
要
望
を
生
か

し
な
が
ら
、
客
が
恥
を
か
か
な
い
よ
う
に
さ
り
げ
な
く
手
を

入
れ
て
お
く
。
た
と
え
ば
、
盛
夏
の
き
も
の
に
、
青
楓
を
刺

繍
で
入
れ
た
い
と
要
望
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
８
月
に
着

る
き
も
の
と
し
て
は
、
青
々
と
し
た
楓
は
時
季
は
ず
れ
と
な

っ
て
し
ま
う
（
青
楓
が
似
合
う
の
は
４
月
か
ら
６
月
ぐ
ら
い

ま
で
か
）。
き
も
の
は
少
し
ず
つ
季
節
を
先
取
り
す
る
と
こ
ろ

に
醍
醐
味
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
客
の
イ
メ
ー
ジ
は
青
楓
で
固
定
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
小
林
氏
は
、
そ
の
場
で
は
意
見
を
強
く
出
さ
ず
、
楓

の
先
を
少
し
朱
色
に
変
え
て
、
こ
れ
か
ら
秋
を
迎
え
る
と
い

う
風
情
を
出
し
た
。
あ
と
か
ら
自
分
の
勘
違
い
に
気
づ
い
た

客
か
ら
、
大
い
に
感
謝
さ
れ
た
と
い
う
。

「
せ
っ
か
く
お
作
り
い
た
だ
い
た
の
に
、
あ
と
か
ら
着
ら
れ

な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
こ
ち
ら
も
残
念
で
す

か
ら
」

り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た
職
人
を
抱
え
て
い
る
た
め
、
ふ
さ
わ

し
く
な
い
注
文
を
さ
れ
て
も
要
望
に
応
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。

「
錦
や
」
で
京
好
み
の
き
も
の
を
誂
え
よ
う
と
さ
れ
て
も
困
る
。

そ
う
い
う
場
合
は
、
注
文
に
ふ
さ
わ
し
い
同
業
者
を
紹
介
す

る
。
目
先
の
売
り
上
げ
を
失
っ
て
も
、
長
い
目
で
見
た
付
き

合
い
に
な
れ
ば
よ
い
と
い
う
。

「
お
力
に
な
れ
な
い
と
き
は
正
直
に
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、

同
じ
よ
う
な
も
の
を
す
で
に
お
持
ち
の
と
き
も
、
こ
ち
ら
で

わ
か
っ
て
い
る
場
合
に
は
お
話
し
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
」

そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
相
手
の
箪
笥
の
中
身
を
、

自
分
の
店
で
売
っ
た
商
品
以
外
の
も
の
も
含
め
て
知
っ
て
い

る
か
ら
だ
ろ
う
。「
よ
そ
で
買
っ
た
も
の
だ
け
れ
ど
、
手
入
れ

を
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
要
望
に
も
「
錦
や
」
は
応
え
る
。

「
新
た
に
お
付
き
合
い
を
始
め
る
と
き
、『
よ
く
き
も
の
の
こ

と
は
わ
か
ら
な
い
』
と
お
っ
し
ゃ
る
方
に
は
、
今
お
持
ち
の

も
の
を
見
せ
て
い
た
だ
け
る
と
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。
そ

う
す
れ
ば
、
何
が
足
り
な
い
か
、
ど
う
い
う
手
入
れ
を
す
れ

ば
よ
い
の
か
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
さ
し
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
ご
本

人
は
も
う
着
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
き
も
の
で
も
、
仕
立

て
直
し
た
り
、
少
し
上
か
ら
色
を
か
け
た
り
、
取
れ
な
い
し

み
が
あ
れ
ば
刺
繍
を
加
え
た
り
し
て
、
蘇
ら
せ
る
こ
と
も
で
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箪
笥
の
中
身
ま
で
知
っ
て
助
言
を

お
客
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
ず
、
さ
り
げ
な
く
誘
導
し
て

い
く
こ
と
も
、
も
て
な
し
の
一
つ
の
形
で
あ
ろ
う
。
こ
ち
ら

が
正
し
い
と
ば
か
り
に
意
見
を
言
い
、
結
果
的
に
相
手
の
気

分
を
損
ね
て
は
何
も
な
ら
な
い
。
呉
服
を
誂
え
る
客
に
と
っ

て
は
、
あ
れ
こ
れ
考
え
て
注
文
を
出
し
、
仕
上
が
り
を
待
つ

時
間
も
楽
し
み
な
の
で
あ
る
。
大
切
な
の
は
そ
の
時
間
を
共

有
し
、
結
果
的
に
相
手
が
望
む
商
品
を
届
け
る
プ
ロ
セ
ス
そ

の
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
小
林
氏
は
、
顧
客
の
要
望
を

形
に
す
る
た
め
、
何
度
も
職
人
と
打
ち
合
わ
せ
を
し
、
仕
上

が
り
を
確
か
め
、
不
都
合
が
あ
れ
ば
や
り
直
し
を
す
る
な
ど

の
作
業
を
繰
り
返
し
て
い
く
。
そ
の
手
間
は
、
洋
服
の
オ
ー

ダ
ー
メ
イ
ド
の
比
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
小
林
氏
は
、
お
客
の
注
文
を
す
べ
て
引
き
受
け

る
わ
け
で
は
な
い
。「
錦
や
」
に
は
「
錦
や
」
の
カ
ラ
ー
が
あ



で
紹
介
し
て
く
れ
る
新
規
顧
客
は
確
実
な
取
引
、
長
い
付
き

合
い
が
見
込
め
る
。

ま
た
こ
の
仕
事
は
外
商
の
占
め
る
割
合
が
高
く
、
そ
の
家

の
中
に
深
く
入
り
込
ん
で
商
談
を
重
ね
る
こ
と
が
少
な
く
な

い
。
お
客
の
家
の
座
敷
に
上
が
っ
て
、
呉
服
の
話
を
す
る
前

に
、
家
族
の
話
な
ど
を
ひ
と
し
き
り
し
た
の
ち
に
商
談
に
入

っ
た
り
す
る
。
家
の
内
情
も
見
え
て
く
る
。
経
済
状
態
に
よ

っ
て
は
支
払
い
を
待
つ
こ
と
も
あ
る
。

「
い
ず
れ
に
し
て
も
、
口
が
堅
い
こ
と
が
重
要
で
す
。
叙
勲

や
昇
進
な
ど
の
お
祝
い
事
が
あ
る
と
、
よ
く
白
生
地
の
反
物

な
ど
を
お
贈
り
に
な
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
内
示

が
あ
っ
た
時
点
で
準
備
を
な
さ
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。
そ

の
場
合
、
事
前
に
情
報
が
漏
れ
て
は
困
る
わ
け
で
す
」

こ
の
業
界
な
ら
で
は
の
艶
っ
ぽ
い
話
で
は
、
妻
以
外
の
女

性
に
き
も
の
を
買
っ
て
や
る
と
き
な
ど
に
、
店
ま
で
ふ
た
り

で
見
立
て
に
き
た
り
、
支
払
い
を
通
常
と
分
け
た
り
と
い
う

ケ
ー
ス
も
あ
る
。
そ
う
い
う
と
き
も
、
口
の
堅
さ
が
絶
対
条

件
と
な
る
。

歌
舞
伎
や
日
本
舞
踊
な
ど
の
伝
統
芸
能
、
茶
道
や
香
道
な

ど
と
も
か
か
わ
り
の
深
い
呉
服
業
界
。
そ
れ
ら
の
知
識
も
欠

か
せ
な
い
た
め
、
小
林
氏
は
書
道
と
香
道
の
稽
古
に
通
っ
て

い
る
。
お
客
と
の
会
話
の
材
料
を
作
る
ほ
か
、
自
分
の
教
養

を
高
め
る
た
め
で
も
あ
る
。

「
仕
事
以
外
の
時
間
の
半
分
は
、
結
局
仕
事
の
こ
と
を
考
え

て
い
る
ん
で
す
。
で
も
、
墨
や
お
香
の
匂
い
を
か
い
だ
だ
け

で
、
一
瞬
仕
事
を
忘
れ
ら
れ
ま
す
ね
。
教
室
に
は
社
会
的
地

位
の
高
い
男
性
た
ち
も
た
く
さ
ん
い
ら
し
て
い
て
、
勉
強
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
し
、
と
き
に
は
き
も
の
を
ご
発
注

い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
結
局
私
た
ち
の
仕
事
は
、
反

物
一
反
売
る
前
に
、
自
分
を
い
か
に
し
て
売
る
か
と
い
う
こ

と
が
決
め
手
と
な
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
」

「
日
本
的
な
お
も
て
な
し
」
が
行
き
届
い
た
小
林
氏
の
話
に

は
、
小
売
や
サ
ー
ビ
ス
業
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
業
界
に

通
じ
る
ヒ
ン
ト
が
含
ま
れ
て
い
る
。

き
る
ん
で
す
」

「
老
舗
に
こ
ん
な
こ
と
は
頼
め
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
客
も

多
い
は
ず
だ
が
、
小
林
氏
は
「
寸
法
直
し
か
ら
ス
タ
ー
ト
す

る
の
も
大
事
な
お
取
引
」
と
話
す
。
信
用
を
勝
ち
取
る
こ
と

が
第
一
と
考
え
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
そ
の
人
物
の
好
み
を
知

る
こ
と
も
で
き
る
。
客
の
ほ
う
は
、
想
像
し
て
い
た
よ
り
も

は
る
か
に
柔
軟
に
、
き
も
の
の
手
入
れ
や
仕
立
て
直
し
に
対

応
し
て
も
ら
え
る
こ
と
に
驚
き
、
喜
ぶ
。
そ
れ
ま
で
別
の
呉

服
店
と
付
き
合
い
、
自
分
の
店
で
売
っ
た
も
の
で
な
い
と
い

う
理
由
で
こ
ま
ご
ま
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
嫌
が
ら
れ
た
経
験
が

あ
っ
た
り
す
る
と
、
き
め
細
か
な
対
応
に
よ
っ
て
気
持
ち
が

「
錦
や
」
に
傾
い
て
し
ま
う
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。

呉
服
店
の
中
に
は
さ
か
ん
に
メ
デ
ィ
ア
に
協
力
し
て
、
新

し
い
顧
客
開
拓
に
励
む
と
こ
ろ
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
い

う
努
力
は
大
切
だ
が
、「
錦
や
」
で
は
む
し
ろ
既
存
の
顧
客
の

紹
介
を
重
視
し
て
い
る
。「
錦
や
」
の
個
性
を
知
り
、
そ
の
上
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