
道
の
本
質
と
は
あ
ま
り
に
も
遠
く
離
れ
た
表
層
的
な
理
解
に

過
ぎ
な
い
。
茶
道
を
習
っ
た
り
教
え
た
り
し
て
い
る
人
々
自

身
が
表
層
的
理
解
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
な
い
と
は
い

え
な
い
が
、
型
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
茶
道
の
第
一
歩
。
型

と
は
目
的
で
は
な
く
手
段
で
あ
り
、
型
が
心
に
至
る
道
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
は
日
本
の
芸
道
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
。

心
の
こ
も
っ
た
最
高
の
一
碗
で
お
客
を
も
て
な
す
た
め
、
無

駄
な
く
美
し
い
点
前
を
身
に
つ
け
よ
う
と
、
人
々
は
長
い
時

間
を
か
け
て
稽
古
を
す
る
の
が
本
当
な
の
で
あ
る
。

い
間
、
茶
道
は
日
本
の
代
表
的
な
「
も
て
な
し
」
と

さ
れ
て
き
た
。
外
国
の
賓
客
が
来
日
す
れ
ば
テ
ィ

ー
・
セ
レ
モ
ニ
ー
に
招
待
し
、
海
外
に
暮
ら
す
日
本
人
は
簡

単
な
茶
道
の
点
前
を
披
露
し
て
地
元
と
の
交
流
に
励
ん
だ
。

だ
が
、
茶
道
の
精
神
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
る
人
は
意
外

に
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

戦
後
、
茶
道
は
す
っ
か
り
女
た
ち
の
も
の
と
な
り
、
花
嫁

修
業
や
子
育
て
後
の
中
高
年
女
性
の
趣
味
と
み
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
戦
国
武
将
が
戦
場
に
も
自
分
の
茶

頭
を
伴
い
、
戦
功
の
褒
美
が
国
で
は
な
く
茶
入
ひ
と
つ
だ
っ

た
時
代
は
遠
い
昔
。
ま
た
三
井
物
産
の
初
代
社
長
・
益
田

孝
（
鈍ど

ん

翁の
う

）
や
電
力
の
鬼
・
松
永
安
左
衛
門
（
耳じ

庵あ
ん

）
ら
、

大
経
済
人
が
数
寄
者

す

き

し

ゃ

（
風
流
の
道
を
好
む
人
の
こ
と
）
で
も

あ
っ
た
時
代
と
違
い
、
現
在
の
経
済
界
で
お
茶
を
た
し
な
む

風
流
人
は
い
る
か
ど
う
か
。
料
亭
で
デ
ザ
ー
ト
タ
イ
ム
に
出

さ
れ
る
薄
茶
を
飲
む
の
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
ろ
う
。

「
茶
道
な
ん
て
型
を
覚
え
る
だ
け
で
大
変
で
堅
苦
し
い
」

と
考
え
て
い
る
人
も
多
い
こ
と
と
思
う
。
だ
が
そ
れ
は
、
茶

茶
道
に
縁
遠
い
人
の
た
め
に
、〝
茶
事
〞
が
ど
の
よ
う
な
も

の
か
簡
単
に
解
説
し
て
お
こ
う
。
こ
の
場
合
の
茶
事
と
は
大

広
間
で
た
く
さ
ん
の
客
を
迎
え
る
〝
大
寄
せ
の
茶
会
〞
で
は

な
く
、
客
が
少
数
で
初
座
と
後
座
に
分
け
て
行
わ
れ
る
正
式

の
茶
会
を
指
す
。
茶
事
で
は
初
炭
、
懐
石
（
こ
こ
で
は
料
理

と
酒
が
供
さ
れ
る
）、
濃
茶
、
後
炭
、
薄
茶
を
、
一
会
に
ま
と

め
て
行
う
。
す
べ
て
の
流
れ
を
含
ん
で
約
4
時
間
。
何
日
も

か
け
て
整
え
ら
れ
た
庭
や
茶
室
、
そ
の
日
の
目
的
や
季
節
に

合
わ
せ
た
道
具
組
み
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
、
料
理
と
酒
、

そ
し
て
、
時
に
は
名
水
を
わ
ざ
わ
ざ
汲
ん
で
ま
で
点
て
ら
れ

る
お
茶
。
亭
主
と
客
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
会
話
と
あ
い
ま
っ

て
、
そ
の
日
そ
の
と
き
だ
け
の
特
別
な
座
が
実
現
さ
れ
る
。

そ
れ
こ
そ
が
、
日
本
の
最
高
の
も
て
な
し
で
あ
る
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
い
る
よ
う
で
も
、
本
来
の
茶
事
は

型
を
超
え
て
独
創
的
で
あ
る
。
わ
が
国
に
は
お
び
た
だ
し
い

「
茶
会
記
」
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
ど

ん
な
客
を
招
き
、
ど
の
よ
う
な
道
具
組
み
で
客
を
も
て
な
し

た
か
が
記
録
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
読
め
ば
、
亭
主
の
個
性

や
好
み
か
ら
、
そ
の
日
の
趣
向
、
客
に
対
す
る
こ
ま
や
か
な

気
配
り
ま
で
が
見
て
と
れ
る
。

ま
た
茶
事
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
亭
主
は
客
と
食
事

を
共
に
せ
ず
、
給
仕
に
徹
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
度
か
杯

茶道第1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
顧客への「おもてなしの心」の発揮だ。日本ならではともいわれる
「おもてなしの心」だが、いったい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だろう。
この連載では、今ももてなしの心が息づいている現場を歩くことで、
「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）

茶事が行われる日まで、亭主は丹念に庭の木々や苔の手
入れをし、清 し々い空間を用意して客を迎える。
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主
客
の
心
が
通
い
合
い

作
り
出
す
も
て
な
し
の
場

※
2

※
1

長



の
や
り
と
り
を
す
る
だ
け
で
あ
る
。
酒
食
は
あ
く
ま
で
も
そ

の
後
の
濃
茶
を
お
い
し
く
味
わ
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
主

人
公
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
千
利
休
は
亭
主
の
心
得
を
、

振
舞
は
ご
ま
め
の
汁
に
え
び
な
ま
す

亭
主
給
仕
を
す
れ
ば
す
む
也

と
道
歌
に
託
し
て
教
え
た
。
懐
石
料
理
は
味
噌
汁
と
海
老
な

ま
す
一
品
だ
け
で
も
よ
い
が
、
必
ず
亭
主
が
自
分
で
膳
を
持

ち
出
し
て
給
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
茶
の
湯
が

も
て
な
し
の
美
学
だ
か
ら
で
あ
る
。
水
屋
（
茶
室
に
付
属
し
、

点
前
の
準
備
や
茶
事
の
用
意
を
す
る
場
所
）
で
た
く
さ
ん
の

手
伝
い
が
立
ち
働
い
て
い
て
も
、
そ
れ
を
客
に
見
せ
る
も
の

で
は
な
い
。
努
力
を
見
せ
び
ら
か
す
虚
栄
心
は
茶
道
の
も
て

な
し
か
ら
遠
く
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
招
か
れ
た
客
は
、
亭
主
の
意
図
を
酌
み
、
趣
向
を
読

み
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
茶
事
を
盛
り
上
げ
、
亭
主
へ
の
感
謝

を
表
す
。
こ
こ
で
は
も
て
な
さ
れ
る
側
も
「
も
て
な
し
」
に

参
加
す
る
よ
う
な
も
の
。
亭
主
の
心
入
れ
を
理
解
し
な
い
鈍

感
な
客
は
「
客
ぶ
り
が
悪
い
」
と
嫌
わ
れ
る
。
茶
道
で
は

「
一い

ち

期ご

一い
ち

会え

」
と
も
「
一い

ち

座ざ

建
立

こ
ん
り
ゅ
う

」
と
も
い
う
。
生
涯
で
一
度

の
、
心
の
通
い
合
う
場
を
主
客
で
作
り
出
す
こ
と
、
こ
の
よ

う
な
主
客
一
体
の
座
を
め
ざ
す
心
が
、
茶
事
の
特
徴
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

現
在
の
日
本
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
業
は
多
種
多
様
な
展
開

を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
茶
道
が
受
け
継
い
で
き
た
も
て
な

し
の
心
に
迫
る
も
の
が
ど
れ
だ
け
あ
る
だ
ろ
う
か
。
マ
ニ
ュ

ア
ル
頼
み
や
、
た
だ
流
行
を
追
う
こ
け
お
ど
し
の
も
て
な
し

が
主
客
一
体
の
境
地
に
遠
く
及
ば
な
い
こ
と
を
、
私
た
ち
は

ま
ず
理
解
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

懐
石
料
理
は
必
ず
亭
主
自
ら
給
仕
を
し
て
客

を
も
て
な
す
。
亭
主
は
食
事
を
共
に
は
し
な

い
が
、
主
客
で
杯
が
交
わ
さ
れ
る
。

濃茶を供する茶道表千家・堀内宗心宗匠。長い禅と茶道の修業を経たその点前は、無駄なく美
しい。ひとつひとつの動作がぴたりと決まった点前を見ることも、客にとってはすばらしいもてなし
となる。
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茶
事
が
行
わ
れ
る
季
節
や
目
的

に
合
わ
せ
て
そ
の
日
の
茶
事
に

ふ
さ
わ
し
い
道
具
を
組
み
合
わ

せ
る
こ
と
。
追
善
の
茶
事
で
あ

れ
ば
、
個
人
が
好
ん
だ
茶
碗
や

故
人
を
偲
ぶ
意
味
を
持
つ
絵
な

ど
を
選
ぶ
。
大
切
な
の
は
道
具

以
上
に
選
ぶ
際
の
心
入
れ
で
あ

る
。
茶
人
に
と
っ
て
は
、
道
具
組

み
を
あ
れ
こ
れ
考
え
る
と
き
が

い
ち
ば
ん
楽
し
い
時
間
か
も
し

れ
な
い
。

※
1

道
具
組
み

同
じ
く
、
季
節
や
目
的
に
合
わ

せ
て
道
具
や
花
、
料
理
な
ど
に

茶
事
全
体
に
独
自
の
工
夫
を
凝

ら
す
こ
と
を
い
う
。
夏
、
七
夕
の

こ
ろ
で
あ
れ
ば
涼
し
さ
を
感
じ

さ
せ
る
墨
蹟
（
禅
語
や
詩
文
を

書
い
た
禅
宗
の
高
僧
の
書
）
を

掛
け
、
清
々
し
い
染
付
け
の
水

指
、七
夕
に
ち
な
ん
だ
糸
巻
の
蓋

置
き
、
斑ふ

の
散
っ
た
茶
杓（
た
と

え
ば
銘
は「
天
の
川
」や「
鳴
滝
」）

を
使
う
な
ど
、
亭
主
の
好
み
や

セ
ン
ス
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
。

※
2

趣
向
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くまくら・いさお
林原美術館館長
国立民族学博物館名誉教授
1943年東京生まれ。東京教育
大学（現筑波大学）大学院博士
課程修了。筑波大学教授、国
立民族学博物館教授などを経て
2004年から現職。茶道史を中
心に喫茶文化、料理文化などを
幅広く研究。著書は『近代数寄
者の茶の湯』（河原書店）『文化
としてのマナー』（岩波書店）など。

独
創
性
は
対
立
し
な
い
も
の
で
、
き
ち
ん
と
し
た
型
が
な
い

と
〝
形
無
し
（
型
無
し
）
〞
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
の

で
す
。
日
本
人
は
伝
統
的
に
見
た
目
の
美
し
さ
、
す
な
わ
ち

美
し
い
立
ち
居
ふ
る
ま
い
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。
型
が

あ
っ
て
は
じ
め
て
き
ち
ん
と
し
た
ふ
る
ま
い
が
で
き
る
と
考

え
た
か
ら
、
型
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
こ
れ
ほ
ど
大
切
に
し

て
き
た
の
で
す
」

熊
倉
氏
は
一
例
と
し
て
「
し
つ
け
」
と
い
う
言
葉
を
挙
げ

た
。
着
物
は
仕
立
て
ら
れ
た
あ
と
、
崩
れ
な
い
よ
う
に
し
つ

け
糸
で
大
ま
か
に
綴
じ
ら
れ
る
。
着
物
を
身
に
つ
け
る
直
前

に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
し
つ
け
糸
を
切
り
と
る
。
そ
の
頃
に

は
も
う
着
物
は
安
定
し
て
、
簡
単
に
型
崩
れ
し
な
く
な
っ
て

い
る
。
そ
こ
か
ら
転
用
さ
れ
、
行
儀
作
法
を
身
に
つ
け
さ
せ

る
こ
と
を
「
し
つ
け
」
と
呼
ぶ
。

「
し
つ
け
は
和
語
で
す
か
ら
、
相
当
す
る
漢
字
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
日
本
人
が
作
っ
た
国
字
が
〝
躾
〞
。
身
を
美
し

く
保
つ
こ
と
を
し
つ
け
だ
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
中
国
で
は

『
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
』
と
い
う
言
葉
が
あ
る
と
お
り
、
個

人
の
内
側
の
道
徳
が
外
へ
現
れ
、
社
会
を
正
し
く
す
る
と
考

え
ま
す
。
で
す
か
ら
大
切
な
の
は
外
か
ら
見
え
な
い
心
で
す
。

し
か
し
日
本
は
逆
。
人
目
に
触
れ
る
外
見
を
き
ち
ん
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
精
神
も
で
き
て
い
く
。
だ
か
ら
型
は
日
本
人

道
に
お
け
る
も
て
な
し
の
心
を
学
ぶ
た
め
、
林
原
美

術
館
館
長
で
日
本
茶
道
史
の
研
究
者
で
あ
る
熊
倉
功

夫
氏
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。
熊
倉
氏
は
茶
道
を
歴
史
的
観

点
か
ら
研
究
す
る
と
共
に
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
も
茶
道
に
親

し
み
、
茶
事
を
催
し
た
り
招
か
れ
た
り
と
い
う
和
の
も
て
な

し
に
通
じ
た
人
で
あ
る
。

「
茶
道
が
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
は
と
て
も
残
念
に
思
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
型
と

に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
要
素
で
す
」

茶
道
で
長
く
真
剣
に
修
業
し
た
人
は
、
点
前
ひ
と
つ
に
も

美
し
さ
を
た
た
え
る
よ
う
に
な
る
。
型
を
磨
く
こ
と
で
心
ま

で
磨
い
た
と
い
う
好
例
で
あ
る
。
茶
の
心
の
基
本
は
禅
に
あ

り
、
茶
道
の
宗
匠
は
み
な
禅
寺
に
参
禅
・
得
度
し
、
そ
の
後

も
長
く
禅
師
た
ち
と
の
つ
き
あ
い
を
深
め
て
い
く
。
そ
れ
も

ま
た
、
心
を
磨
く
訓
練
と
い
え
る
。

「
型
は
人
間
の
生
き
方
、
道
を
示
す
も
の
で
し
た
。
私
は
、

茶
の
湯
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
〝
し
つ
ら
い
〞〝
ふ
る
ま
い
〞

〝
よ
そ
お
い
〞
だ
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
生
き
て
い
く

あ
り
方
を
追
求
す
る
要
素
で
あ
り
、
茶
の
湯
の
お
も
し
ろ
さ

に
も
通
じ
ま
す
」

そ
の
日
の
茶
事
に
ふ
さ
わ
し
い
し
つ
ら
い
、
立
ち
居
ふ
る

ま
い
、
そ
し
て
装
い
。
3
つ
の
要
素
を
整
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
無
条
件
に
美
し
い
姿
が
で
き
あ
が
る
。
も
う
ひ
と
つ
重
視

さ
れ
る
の
が
、
3
つ
の
要
素
が
整
え
ば
、
自
然
に
そ
の
日
一

堂
に
会
す
る
人
々
が
お
互
い
に
打
ち
解
け
る
共
通
ル
ー
ル
が

型
と
は
心
に
至
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い

茶
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確
立
さ
れ
る
こ
と
だ
と
い
う
。

「
知
ら
な
い
人
ど
う
し
が
ど
う
す
れ
ば
打
ち
解
け
ら
れ
る
の

か
。
そ
こ
で
茶
事
に
登
場
す
る
の
が
酒
や
料
理
で
の
も
て
な

し
と
会
話
で
す
。
い
っ
た
ん
み
ん
な
が
く
つ
ろ
い
だ
あ
と
に
、

中
立
ち
（
懐
石
料
理
が
出
る
初
座
の
の
ち
、
客
が
茶
室
の
外

に
出
て
、
そ
の
間
に
亭
主
は
茶
室
の
掛
け
物
を
花
に
改
め
、

後
座
の
準
備
を
す
る
）
を
経
て
、
濃
茶
に
よ
っ
て
覚
醒
す
る
。

そ
れ
は
共
同
体
と
し
て
の
手
続
き
で
あ
り
、
全
員
が
ど
う
ふ

る
ま
え
ば
よ
い
か
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
は
最

低
限
の
型
を
身
に
つ
け
て
い
れ
ば
恥
を
か
か
ず
に
す
む
と
い

う
約
束
事
が
あ
り
ま
す
」

型
と
は
な
に
が
な
ん
で
も
守
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
も
の

で
は
な
い
。
一
応
身
に
つ
け
て
お
け
ば
、
そ
の
殻
を
破
っ
て

は
ば
た
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
は
ば
た
く
た
め
の
修
業
が
、

茶
道
の
稽
古
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
日
本
で
は
修
業
の
あ
り
方
を
〝
守
破
離
〞
と
い
う
言
葉
で

表
し
ま
す
。
ま
ず
型
を
学
ぶ
の
が
〝
守
〞
。
そ
の
あ
と
の
飛
躍

の
た
め
に
き
ち
ん
と
型
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
目
的
な
の
で

す
が
、
現
実
に
は
そ
こ
で
終
わ
り
が
ち
で
も
あ
り
ま
す
。
次

に
〝
破
〞
。
型
を
破
っ
て
独
創
性
を
追
求
す
る
こ
と
で
す
。

そ
し
て
〝
離
〞
。
型
を
意
識
す
る
こ
と
か
ら
も
離
れ
た
自
由

な
境
地
で
す
。
中
島
敦
に
『
名
人
傳
』
と
い
う
小
説
が
あ
り

ま
す
。
主
人
公
の
弓
の
名
人
は
想
像
を
絶
す
る
よ
う
な
厳
し

い
修
業
を
積
み
重
ね
ま
す
が
、
最
後
に
は
弓
そ
の
も
の
が
何

を
す
る
た
め
の
道
具
な
の
か
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
境
地
に

至
り
ま
す
。
独
創
性
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
う
ち
は
ま
だ
ま
だ

と
い
う
こ
と
で
す
ね
」

熊
倉
氏
の
話
は
芸
能
に
も
通
じ
る
。
能
狂
言
や
歌
舞
伎
の

家
の
子
は
、
幼
い
と
き
か
ら
囃
子
や
義
太
夫
を
聴
き
、
意
味

も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
む
ず
か
し
い
せ
り
ふ
を
聞
き
覚
え
る
。

踊
り
や
、
鼓
・
三
味
線
な
ど
の
鳴
り
物
を
仕
込
ま
れ
、
体
が

芸
能
に
合
わ
せ
て
大
き
く
な
っ
て
い
く
。
徹
底
し
て
型
を
身

に
つ
け
た
の
ち
、
役
者
の
個
性
や
風
情
が
発
揮
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。
鍛
え
る
前
に
個
性
を
発
揮
し
よ
う
と
し

て
も
う
ま
く
い
か
な
い
。
茶
道
と
同
じ
で
あ
る
。

型
と
は
も
て
な
し
に
必
要
な
共
通
ル
ー
ル
で
あ
り
、
美
し

い
ふ
る
ま
い
を
実
現
す
る
最
短
の
道
で
も
あ
る
。
茶
道
で
は

亭
主
が
給
仕
を
す
る
こ
と
を
非
常
に
重
視
す
る
が
、
そ
れ
は

茶
事
が
一
期
一
会
、
つ
ま
り
一
生
に
一
度
と
い
う
心
構
え
が

必
要
な
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
給
仕
と
い
う
大
切
な
こ
と
を
人
任
せ
に
は
で
き
な
い
。

「
益
田
鈍
翁
は
死
ぬ
ま
で
お
膳
を
自
分
で
運
ん
だ
と
い
い
ま

す
。
90
歳
の
老
人
、
し
か
も
三
井
の
総
帥
だ
っ
た
人
が
お
ぼ

つ
か
な
い
足
取
り
で
お
膳
を
運
ぶ
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
客

は
鈍
翁
が
茶
事
に
か
け
る
心
の
深
さ
を
感
じ
取
り
ま
す
」

茶
事
は
亭
主
ば
か
り
で
は
な
い
、
水
屋
を
預
か
る
人
々
も

大
変
な
気
遣
い
を
求
め
ら
れ
る
。
茶
道
を
学
び
始
め
た
人
が
、

「
自
分
は
裏
方
し
か
で
き
な
い
か
ら
」
と
茶
事
で
水
屋
の
手
伝

い
を
申
し
出
る
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
、
修
業
を
積
ん
で
い
な

い
人
間
に
水
屋
の
働
き
は
で
き
な
い
。
十
分
に
場
数
を
踏
ん



だ
人
、
も
し
く
は
料
亭
か
ら
派
遣
さ
れ
た
プ
ロ
の
料
理
人
た

ち
が
水
屋
に
控
え
て
い
な
い
と
、
亭
主
は
安
心
し
て
茶
事
を

開
け
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
建
築
家
の
磯
崎

新
さ
ん
が
、『
茶
室
の
設
計
を
頼
ま
れ
た

ば
か
り
の
こ
ろ
、
裏
の
仕
事
が
わ
か
ら
な
く
て
水
屋
の
つ
く

り
に
困
っ
た
。
今
は
そ
れ
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
』
と
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
茶
室
で
は
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
が
非
常

に
大
切
で
す
。
裏
の
仕
事
を
一
切
客
に
感
じ
さ
せ
な
い
こ
と

が
も
て
な
し
。
そ
れ
が
自
分
で
わ
か
っ
て
い
な
い
と
、
茶
室

の
設
計
は
で
き
ま
せ
ん
」

一
方
、
も
て
な
さ
れ
る
客
に
は
ど
の
よ
う
な
心
構
え
が
必

要
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
亭
主
の
気
配
り
を
深
く
感
じ
取
る
心
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

『
吉
兆
』
の
主
人
で
有
名
な
数
寄
者
だ
っ
た
湯
木
貞
一
さ
ん

が
残
し
た
逸
話
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
茶
人
の
茶
事
に
招
か
れ
、

帰
り
際
に
玄
関
の
先
に
あ
る
雪
隠
（
ト
イ
レ
）
に
入
り
ま
し

た
。
わ
ず
か
な
間
で
し
た
が
、
そ
の
間
に
ぱ
ら
ぱ
ら
と
霰
が

降
っ
て
き
た
の
で
す
。
雪
隠
を
出
て
み
た
ら
、
そ
ば
の
四
つ

目
垣
に
路
地
笠
が
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
濡
れ
な
い
よ
う
に

お
使
い
く
だ
さ
い
と
い
う
合
図
で
す
。
湯
木
さ
ん
は
『
こ
れ

が
風
流
だ
』
と
感
心
さ
れ
ま
す
。
雪
隠
か
ら
茶
室
ま
で
は
ほ

ん
の
わ
ず
か
な
距
離
で
す
。
そ
れ
で
も
心
が
け
て
く
れ
る
。

客
は
客
で
、
さ
り
げ
な
い
心
遣
い
に
気
づ
き
、
感
動
す
る
。

こ
れ
が
主
客
と
い
う
も
の
で
す
。『
さ
あ
お
使
い
く
だ
さ
い
』

と
亭
主
が
笠
を
持
っ
て
い
っ
た
ら
い
や
み
に
な
る
。
こ
と
さ

ら
心
遣
い
を
見
せ
な
い
こ
と
が
か
え
っ
て
よ
い
わ
け
で
す
。

能
を
楽
し
む
た
め
の
茶
事
の
例
も
あ
り
ま
す
。
能
に
ち
な

ん
だ
道
具
組
み
を
し
、
最
後
に
は
茶
室
の
畳
を
あ
げ
て
即
席

の
能
舞
台
と
し
、
能
楽
師
の
演
能
を
楽
し
む
。
余
興
に
客
も

得
意
の
謡
曲
を
披
露
す
る
と
い
っ
た
茶
会
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
主
客
が
共
に
能
に
通
じ
て
い
る
か
ら
成
り
立
つ
趣
向

で
あ
り
、
場
と
い
え
ま
す
」

こ
の
よ
う
に
、
趣
向
と
は
型
で
は
な
い
と
熊
倉
氏
は
言
う
。

た
し
か
に
茶
事
に
招
か
れ
た
と
き
、
本
当
に
心
に
残
る
の
は

名
物
オ
ン
パ
レ
ー
ド
の
道
具
組
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
は
大
切
な
要
素
だ
が
、「
茶
の
湯
と
は
時
間
の
経
過
」

（
熊
倉
氏
）
で
あ
る
。
一
瞬
で
消
え
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
残

さ
れ
る
の
は
よ
い
時
間
を
共
に
過
ご
し
た
と
い
う
記
憶
な
の

だ
。
名
物
ば
か
り
を
揃
え
、
力
の
入
っ
た
茶
事
の
は
ず
が
、

あ
と
あ
と
「
あ
れ
は
い
や
み
な
お
茶
会
だ
っ
た
」
と
言
わ
れ

る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
だ
。
名
高
い
道
具
を
並
べ
た
と
し
て

も
、
全
体
的
な
趣
向
が
理
解
不
能
な
取
り
合
わ
せ
で
は
亭
主

の
セ
ン
ス
を
疑
わ
れ
る
だ
ろ
う
。「
料
理
は
お
い
し
か
っ
た
け

れ
ど
、
二
度
と
あ
の
店
に
行
き
た
い
と
は
思
わ
な
い
」
と
言

わ
れ
る
料
亭
や
レ
ス
ト
ラ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
大
名

物
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
茶
入
や
茶
碗
で
あ
っ
て
も
、
誰
が
所

有
し
、
ど
ん
な
茶
事
に
使
わ
れ
た
か
と
い
う
由
緒
を
味
わ
う

教
養
や
趣
味
が
な
け
れ
ば
楽
し
め
な
い
し
、
興
味
の
な
い
人

に
と
っ
て
は
た
だ
の
ガ
ラ
ク
タ
。
実
は
茶
道
と
は
、
不
思
議
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趣
向
と
は
主
客
が
作
り
出
す〝
間
〞で
あ
る
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な
〝
物
語
性
〞
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

「
主
客
の
関
係
性
と
は
〝
間
〞
な
ん
で
す
。
そ
の
日
そ
の
と

き
で
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
茶
事
も
あ
る
。
た
と
え
ば
私
が

大
学
院
2
年
生
の
と
き
、
私
を
か
わ
い
が
っ
て
く
だ
さ
っ
て

い
た
数
寄
者
の
方
が
、
お
祝
い
に
試
験
当
日
の
夜
、
茶
事
を

催
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
指
導
教
官
の
お
ふ

た
り
を
ご
夫
婦
で
招
い
て
く
だ
さ
る
と
い
う
の
で
す
。
と
こ

ろ
が
当
日
は
大
変
な
大
雪
に
な
り
、
夜
8
時
の
席
入
り
の
時

間
に
な
っ
て
も
ひ
と
り
の
先
生
が
お
い
で
に
な
ら
な
い
。
そ

の
う
ち
電
話
が
か
か
っ
て
『
タ
ク
シ
ー
が
動
か
な
い
状
況
な

の
で
欠
席
し
ま
す
』
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
ら
亭

主
を
務
め
る
数
寄
者
が
『
と
ん
で
も
な
い
！

こ
う
い
う
珍
し

い
雪
だ
か
ら
、
是
非
や
り
ま
し
ょ
う
よ
！
』
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
、
結
局
先
生
ご
夫
婦
に
無
理
に
き
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

東
京
に
は
珍
し
い
大
雪
の
日
だ
か
ら
こ
そ
茶
事
を
楽
し
ま
な

け
れ
ば
と
い
う
亭
主
の
心
意
気
が
あ
り
、
こ
れ
に
応
え
る
客

の
数
寄
心
が
あ
る
。
こ
れ
が
主
客
の
〝
間
〞
で
す
。
雪
ぐ
ら

い
で
欠
席
し
て
い
て
は
客
の
資
格
を
問
わ
れ
か
ね
ま
せ
ん
。

こ
れ
こ
そ
風
流
で
す
ね
。」

大
雪
が
降
る
風
情
を
楽
し
み
、
大
宗
教
家
、
大
学
者
に
ま

じ
っ
て
茶
の
心
を
共
有
し
た
ひ
と
と
き
。
茶
事
が
終
わ
っ
た

の
は
夜
中
の
1
時
過
ぎ
だ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
時
間
は
若

か
っ
た
熊
倉
氏
に
忘
れ
が
た
い
記
憶
を
残
し
て
い
る
。
そ
こ

に
、
ま
だ
20
代
半
ば
だ
っ
た
熊
倉
氏
に
寄
せ
る
主
客
の
思
い

や
り
や
期
待
が
に
じ
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
趣
向
は
型
で
は
な
い
ん
で
す
よ
」

と
い
う
言
葉
が
、
実
感
を
持
っ
て
迫
っ
て
く
る
「
も
て
な
し

の
心
」
で
あ
る
。
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経
済
の
サ
ー
ビ
ス
化
・
ソ
フ
ト
化
と
い
う

こ
と
が
い
わ
れ
て
久
し
い
。
製
品
の
機
能
や

性
能
に
有
意
な
差
が
つ
け
に
く
く
、
そ
れ
以

上
に
デ
ザ
イ
ン
や
物
語
性
な
ど
の
点
で
ユ
ー

ザ
ー
の
共
感
や
美
意
識
に
訴
え
か
け
る
感
性

が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
が
、

い
つ
・
ど
こ
で
・
誰
に
・
ど
う
し
た
ら
喜
ん

で
も
ら
え
る
か
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
顔
を
思

い
浮
か
べ
、
で
き
る
だ
け
リ
ッ
チ
に
物
語
を

描
い
て
い
く
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
的
ス
キ
ル
と
い
う
よ
り
は
、
相
手

の
こ
と
を
お
も
ん
ぱ
か
り
、
楽
し
ん
で
い
た

だ
く
こ
と
を
自
分
の
喜
び
に
す
る
、
そ
う
い

う
セ
ン
ス
が
も
の
を
言
う
の
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
行
き
当
た
っ
た
の
が
「
お
も
て
な

し
」
と
い
う
言
葉
だ
。「
も
て
な
す
」
と
い

う
言
葉
に
は
多
様
な
意
味
が
あ
る
。
1
・
と

り
な
す
。
処
置
す
る
。
2
・
取
り
扱
う
。
待

遇
す
る
。
3
・
歓
待
す
る
。
ご
馳
走
す
る
。

4
・
面
倒
を
見
る
。
世
話
を
す
る
。
5
・
自

分
の
身
を
処
す
る
。
ふ
る
ま
う
。
6
・
取
り

上
げ
て
問
題
に
す
る
。
7
・
そ
ぶ
り
を
見
せ

る
。
見
せ
か
け
る
。（「
広
辞
苑
」
よ
り
）

こ
れ
ら
を
見
て
い
く
と
、
結
局
、
人
間
関

係
だ
け
で
な
く
物
事
す
べ
て
に
心
を
く
だ

き
、
段
取
り
し
、
適
切
な
調
和
を
取
る
こ
と

ま
で
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
お
も
て

な
し
」
は
料
亭
や
旅
館
だ
け
の
も
の
で
は
な

い
の
だ
。
た
と
え
ば
製
造
業
に
お
け
る
よ
い

設
計
と
は
、
機
能
・
性
能
の
発
揮
だ
け
で
な

く
、
ラ
イ
ン
の
作
り
手
を
思
い
、
組
み
付
け

や
す
く
ミ
ス
が
で
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ

と
ま
で
を
言
う
。
こ
う
見
る
と
〝
い
い
仕
事

し
て
い
る
〞
と
評
さ
れ
る
行
為
も
「
も
て
な

し
」
の
感
覚
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

大
仰
に
い
え
ば
「
お
も
て
な
し
」
は
日
の
丸

産
業
の
競
争
力
の
屋
台
骨
か
も
し
れ
な
い
。

接
客
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
で
は
ど
う
か
。
キ

ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
「
お
も
て
な
し
」
は
頻
出

す
る
が
、
意
外
に
内
容
は
詰
め
ら
れ
な
い
ま

ま
使
わ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
サ
ー
ビ

ス
の
様
態
や
品
質
の
あ
り
方
も
、「
マ
ニ
ュ

ア
ル
的
・
一
律
対
応
・
全
世
界
共
通
」
対

「
高
品
質
素
材
・
手
間
・
希
少
性
」
と
い
っ

た
、
一
軸
上
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
構
造
に
見
え

る
。
た
し
か
に
多
く
の
顧
客
群
で
は
〝
適
正

な
価
格
と
適
正
な
サ
ー
ビ
ス
〞
で
取
引
さ
れ

る
べ
き
だ
が
、
一
部
に
は
居
心
地
や
く
つ
ろ

ぎ
、
い
わ
れ
や
好
奇
心
、
美
的
調
和
や
巧
み
、

感
銘
や
精
神
的
満
足
感
な
ど
、「
品
質
と
コ

ス
ト
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
」
と
は
別
次
元
の
世

界
観
を
意
識
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
だ

が
高
度
な
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
な
場
面
で
も
、

そ
う
し
た
世
界
観
は
提
供
者
ひ
と
り
ひ
と
り

の
個
人
的
セ
ン
ス
に
曖
昧
に
委
ね
ら
れ
、
中

身
は
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
の
が
現
状
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

「
お
も
て
な
し
」
に
は
、
こ
れ
ら
の
問
い
か

け
に
答
え
る
何
か
が
あ
る
気
が
し
て
い
る
。

先
人
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
、
茶
道
、
旅

館
、
遊
芸
や
神
事
に
お
け
る
「
お
も
て
な
し
」

か
ら
、
構
成
す
る
要
素
や
構
造
を
見
出
し
た

い
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
、
接
客
業
・
サ
ー

ビ
ス
業
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
の

あ
り
方
を
見
直
す
ヒ
ン
ト
に
な
る
は
ず
だ
。

「
日
の
丸
産
業
」競
争
力
の
屋
台
骨

工
代
将
章
（
本
誌
編
集
長
）

茶
道
具
の
中
で
も
い
わ
れ
の
あ
る
名
品
の
こ
と
を
い
う
。
利
休

と
そ
の
直
弟
子
の
時
代
ま
で
の
も
の
は
大
名
物（
お
お
め
い
ぶ

つ
）、
小
堀
遠
州（
茶
道
遠
州
流
の
祖
）が
選
定
し
た
も
の
や
そ

れ
に
準
ず
る
も
の
を
中
興
名
物
。
そ
れ
以
外
の
も
の
で
由
緒

あ
る
名
品
を
単
に
名
物
と
い
う
。
道
具
が
さ
ま
ざ
ま
な
物
語

を
持
つ
と
こ
ろ
が
茶
道
の
特
徴
で
あ
る
。

※
3

名
物
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