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惰
と
い
う
こ
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
「
怠
け
る
こ
と
」
で
あ
る
。
普
通
、
ら

ん

惰だ

の
「

」
の
字
の
代
り
に

「
懶ら

い

」
の
字
を
使
っ
て
、「
懶ら

い

惰だ

」
と
書
く
の
を
し
ば
し
ば
見
受
け
る
が
、
あ
れ
は
間
違
い
で
、
や
は
り
「

惰
」

が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。
今
、
簡か

ん

野の

道ど
う

明め
い

氏
の
『
字
源
』
に
拠よ

っ
て
調
べ
る
と
、「
懶
」
は
「
憎
懶ら

い

」
な
ど
と
用

い
、
「
に
く
む
」
あ
る
い
は
「
き
ら
う
」
の
意
で
あ
る
。
「

」
の
方
は
、
「
も
の
う
し
」
「
な
ま
け
る
」
「
お
こ

た
る
」
「
つ
か
れ
ふ
す
」
の
意
で
、
柳

り
ゆ
う

貫か
ん

の
詩
の
、 

借
二

得 

小 

窗
一

容
二

吾 


一 

五 

更 

高
レ

枕 

聴
二

春 

雷
一 

と
い
う
句
が
引
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
『
字
源
』
か
ら
孫
引
き
す
れ
ば
、
許き

よ

月げ
つ

け
い

の
詩
に
「
半
生


意
琴
三
畳
」
、
杜と

甫ほ

の
詩
に
「

性
従
来
水
竹
居
」
な
ど
と
あ
る
。 

 

以
上
の
例
で
も
分
る
よ
う
に
、

惰
は
「
怠
け
る
こ
と
」
に
は
違
い
な
い
が
、「
も
の
う
が
る
」「
億
劫

お
つ
く
う

が
る
」

と
い
う
心
持
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
見み

逃の
が

し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
一
層
注
意
す
べ
き
は
、「
小
窗

し
よ
う
そ
う

ヲ
借
リ
得
テ
吾
ガ
ら

ん

ヲ
容い

ル
」
と
い
い
、「
半
生
ノ
ら

ん

意い

琴き
ん

三
畳

さ
ん
じ
ょ
う

」
と
い
い
、「
ら

ん

性せ
い

従
じ
ゆ
う

来ら
い

水す
い

竹ち
く

居き
よ

」
と
い
い
、
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い
ず
れ
も
「
も
の
う
い
生
活
」
の
中
に
自
ら

お
の
ず
か

な
る
別
天
地
の
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
に
安
ん
じ
、
そ
れ
を
な

つ
か
し
み
、
楽
し
み
、
或
る
場
合
に
は
そ
う
い
う
境
地
を
見
え
、
、
や
気
取
り

、
、
、
に
す
る
か
の
如
き
傾
向
の
存
す
る
こ

と
で
あ
る
。 

 
こ
の
心
持
は
支
那
ば
か
り
で
な
く
、
古
く
か
ら
日
本
に
も
あ
っ
て
、
代
々
の
歌
人
や
俳
人
の
吟
詠
の
中
に
例

を
求
め
た
ら
定
め
し
数
限
り
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
就
中

な
か
ん
ず
く

室
町
時
代
の
お
伽と

ぎ

草ぞ
う

紙し

の
う
ち
に
は
「
物も

の

臭く
さ

太た

郎ろ
う

」

と
い
う
小
説
さ
え
作
ら
れ
て
い
る
。 

…
…
た
だ
し
名
を
こ
そ
物
臭
太
郎
と
申
せ
ど
も
、
家
づ
く
り
の
有
様
人
に
す
ぐ
れ
て
め
で
た
く
ぞ
侍は

べ

り
け

る
。
四
面
四
町
に
築つ

い

地じ

を
つ
き
、
三
方
に
門
を
立
て
、
東
西
南
北
に
池
を
掘
り
、
島
を
築
き
松
杉
を
う
ゑ
、

…
…
錦
を
も
つ
て
天
井
を
張
り
、
桁け

た

、
う
つ
ば
り
、
た
る
木
の
く
み
入
に
は
、
白
銀

し
ろ
が
ね

黄
金

こ

が

ね

を
金
物
に
う
ち
、

瓔
珞

よ
う
ら
く

の
御み

簾す

を
か
け
、


う
ま
や

さ
ぶ
ら
ひ
所
に
い
た
る
ま
で
、
ゆ
ゆ
し
く
作
り
立
て
て
居
ば
や
と
心
に
は
思
へ

ど
も
、
い
ろ
い
ろ
事
足
ら
ね
ば
、
た
だ
竹
を
四
本
た
て
、
菰こ

も

を
か
け
て
ぞ
ゐ
た
り
け
る
。
…
…
か
や
う
に

作
り
わ
ろ
し
と
は
申
せ
ど
も
、
足
手
の
あ
か
が
り
、
の
み
、
虱

し
ら
み

、
ひ
ぢ
の
苔こ

け

に
い
た
る
ま
で
、
足
ら
は
ず

と
云
ふ
事
な
し
。
も
と
で
な
け
れ
ば
商
ひ
せ
ず
、
物
を
作
ら
ね
ば
食
物
な
し
。
四
五
日
の
う
ち
に
も
起
き

上
ら
ず
、
ふ
せ
り
ゐ
た
り
け
り
。 

と
、
こ
う
い
う
書
き
ぶ
り
で
筆
を
す
す
め
て
あ
る
こ
の
物
語
は
、
純
然
た
る
日
本
人
式
の
着
想
で
あ
っ
て
、
支

那
の
小
説
の
焼
き
直
し
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
恐
ら
く
当
時
の
零
落
し
た
公


く
ぎ
よ
う

な
ど
が
、
そ
れ
こ
そ
作
者

自
身
物
臭
太
郎
の
如
き
生
活
を
な
し
つ
つ
、
退
屈
紛ま

ぎ

れ
に
こ
ん
な
物
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
幾
分

そ
の
せ
い
も
あ
ろ
う
が
、
作
者
は
こ
の
手
に
負
え
な
い
怠
け
者
の
主
人
公
を
擯
斥

ひ
ん
せ
き

し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

物
臭
さ
、
不
潔
さ
、
横
着

お
う
ち
や
く

さ
に
、
一
種
の
掬き

く

す
べ
き
愛
嬌
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
隣
り
近
所
の
人
々
か

ら
は
爪つ

ま

弾は
じ

き
さ
れ
、
土
地
の
厄
介
者
の
よ
う
に
書
い
て
は
あ
る
も
の
の
、
乞こ

食じ
き

か
と
思
え
ば
地じ

頭と
う

の
威
力
を
怖お

そ

れ

な
い
ほ
ど
の
気き

骨こ
つ

が
あ
っ
た
り
、
馬
鹿
か
と
思
え
ば
時
の
帝

み
か
ど

の
叡
聞

え
い
ぶ
ん

に
達
す
る
ほ
ど
の
和
歌
の
才
能
が
あ
っ
た
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り
し
て
、
と
う
と
う
し
ま
い
に
は
御お

多た

賀が

の
大
明
神
と
い
う
神
様
に
ま
で
祭
ら
れ
る
。 

 

昔
、
嘉
永
年
間
に
ペ
ル
リ
の
船
が
浦
賀
へ
来
た
と
き
、
彼
ら
が
日
本
人
に
つ
い
て
第
一
に
感
心
し
た
こ
と
は
、

他
の
亜ア

細ジ

亜ア

民
族
と
違
っ
て
如
何
に
も
綺き

麗れ
い

好
き
で
あ
り
、
港
の
町
筋
や
家
々
の
掃そ

う

除じ

が
よ
く
行
き
届
い
て
い

る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
さ
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
東
洋
に
住
む
人
種
中
で
は
最
も
活
動
的
で
あ
り
、
最

も
怠
け
者
で
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
こ
の
「
物
臭
太
郎
」
の
如
き
思
想
を
持
ち
、
文
学
を
持
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。「
怠
け
る
」
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
褒ほ

め
た
話
で
な
く
、
誰
し
も
「
怠
け
者
」
と
い
わ
れ
て

名
誉
に
思
う
者
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
一
面
に
お
い
て
、
年
中
あ
く
せ
く

、
、
、
、
と
働
く
者
を
冷
笑
し
、
時
に
は
俗

物
扱
い
に
す
る
考
は
、
今
日
と
い
え
ど
も
絶
無
で
は
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

○ 

 

此
処

こ

こ

ま
で
書
い
て
来
て
想
い
出
し
た
の
は
、
近
頃
数
日
に
わ
た
っ
て
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
紙
上
に
連
載
さ
れ

て
い
る
「
米
国
記
者
団
か
ら
見
た
日
本
と
支
那
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
最
近
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
記
者

連
が
東
洋
へ
視
察
旅
行
に
来
て
、
帰
国
の
後
に
そ
の
偽
ら
ざ
る
感
想
を
め
い
め
い
の
紙
上
で
発
表
し
た
中
か
ら
、

大
毎
社
の
高
石
真
五
郎
氏
が
面
白
そ
う
な
部
分
々
々
を
紹
介
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
で
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
で

は
主
と
し
て
支
那
の
悪
口
が
多
く
、
ま
だ
日
本
へ
は
お
鉢
が
廻
っ
て
来
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
の
調
子
だ
と
日
本

の
方
が
支
那
よ
り
ず
っ
と
好
感
を
持
た
れ
て
い
る
ら
し
い
。
彼
ら
は
支
那
へ
着
く
と
早
々
、
第
一
に
汽
車
の
不

潔
な
こ
と
に
呆あ

き

れ
て
、
ひ
ど
く
胸
糞

む
な
く
そ

を
悪
く
し
て
い
る
。
そ
の
く
せ
彼
ら
の
乗
っ
た
車
台
は
決
し
て
普
通
の
客

車
で
は
な
く
、
張

ち
よ
う

学が
く

良
り
よ
う

氏
が
彼
ら
の
た
め
に
特
に
京
奉
鉄
道
中
の
最
良
の
車
輛
を
準
備
さ
せ
た
の
だ
が
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
満
足
に
顔
を
洗
う
こ
と
も
髯ひ

げ

を
剃そ

る
こ
と
も
出
来
な
い
よ
う
な
言
語
道
断
な
目

に
遭あ

っ
た
。
こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
、
絶
え
間
な
き
国
内
の
争
乱
と
か
、
財
政
の
窮
乏
と
か
、
そ
の
辺
の
事
情
も

あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
現
今
の
満
洲
は
支
那
に
お
い
て
最
も
秩
序
の
保
た
れ
て
い
る
裕
福
な
地
方
で
あ
り
、
近
年
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は
内
乱
も
終
熄

し
ゆ
う
そ
く

し
て
い
る
形
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
さ
し
あ
た
り
弁
護
の
足
し
に
な
る
口
実
は
あ
る
ま
い
。
か
く

い
う
私
自
身
も
、
か
つ
て
京
漢
鉄
道
の
一
等
車
に
乗
っ
て
彼
ら
と
同
じ
経
験
を
甞な

め
た
記
憶
が
あ
る
。
北
平
か

ら
漢
口
ま
で
ざ
っ
と
四
十
時
間
の
あ
い
だ
、
寝
台
車
に
雨
漏
り
が
す
る
く
ら
い
は
ま
だ
し
も
と
し
て
、
尾び

籠ろ
う

な

話
だ
が
何
よ
り
困
っ
た
の
は
便
所
の
掃
除
が
不
完
全
な
こ
と
で
、
私
は
差
し
迫
る
必
要
に
駆
ら
れ
な
が
ら
何
度

も
入
口
か
ら
引
っ
返
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。 

 

思
う
に
こ
う
い
う
不
潔
と
不
規
律
と
は
、
い
つ
の
時
代
を
問
わ
ず
支
那
人
に
は
免
る
べ
か
ら
ざ
る
通
有
性
で

あ
っ
て
、
ど
ん
な
進
歩
し
た
科
学
的
設
備
が
移
入
さ
れ
よ
う
と
も
、
一
と
た
び
彼
ら
の
経
営
に
委ゆ

だ

ね
ら
れ
れ
ば
、

忽
た
ち
ま

ち
そ
れ
が
支
那
人
独
特
の
「
物
臭
さ
」
を
帯
び
、
折
角
の
近
代
的
な
尖
鋭

せ
ん
え
い

な
利
器
が
東
洋
風
な
鈍
重
な
物
に

化
し
て
し
ま
う
。
清
潔
と
整
頓
と
を
文
化
の
第
一
条
件
と
す
る
ア
メ
リ
カ
人
な
ぞ
の
眼
か
ら
は
、
許
す
べ
か
ら

ざ
る
無
精

ぶ
し
よ
う

と
も
横
着
と
も
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、支
那
人
自
身
は
ち
っ
と
や
そ
っ
と
の
不
都
合
は
あ
っ
て
も
、

用
さ
え
足
り
れ
ば
済
ま
し
て
置
く
と
い
っ
た
風
な
、
伝
統
的
な
性
癖
を
容
易
に
改
め
る
様
子
も
な
い
。
そ
し
て

時
に
依
っ
て
は
、
西
洋
人
の
極
端
な
規
則
ず
く
め
と
神
経
質
と
を
う
る
さ
が
る

、
、
、
、
、
よ
う
な
気
味
合
い
も
見
え
る
。

欧
米
流
の
礼
儀
作
法
と
し
い
え
ば
事
ご
と
に
反
感
を
寄
せ
、
自
分
の
国
の
風
習
な
ら
一
夫
多
妻
の
制
度
を
さ
え

是
認
し
て
い
た
晩
年
の
辜こ

鴻こ
う

銘め
い

翁
な
ぞ
は
、
定
め
し
こ
ん
な
事
象
に
対
し
て
も
相
当
の
意
見
が
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
う
い
え
ば
印
度
の
タ
ゴ
ー
ル
翁
、
ガ
ン
ジ
ー
氏
な
ど
は
何
ん
と
い
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
国
も
物
臭

さ
に
お
い
て
は
敢
て
支
那
に
引
け
を
取
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
が
。 

 

な
お
こ
れ
は
余
談
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
記
者
は
支
那
が
外
国
か
ら
金
を
借
り
て
元
金
も
利
子
も
払
わ
な
い

不
信
を
攻
め
、
こ
の
点
に
お
い
て
「
南
京
政
府
は
モ
ス
コ
ー
の
真
似

ま

ね

を
し
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
が
、
単

に
金
銭
上
の
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
不
潔
な
こ
と
も
こ
の
両
国
民
は
甚
だ
似
通
っ
て
い
は
し
な
い
か
。
但
し
こ

の
方
は
孰
方
が
本
家
か
分
ら
な
い
が
、
私
の
知
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
白
人
の
う
ち
で
は
ロ
シ
ア
人
が
一
番
汚

い
。
凡お

よ

そ
ロ
シ
ア
人
の
多
く
泊
ま
っ
て
い
る
ホ
テ
ル
の
便
所
は
、
大
概
支
那
の
汽
車
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
観
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を
呈
す
る
。
ロ
シ
ア
人
が
西
洋
人
の
中
で
最
も
東
洋
人
に
近
い
こ
と
は
、
こ
の
一
点
で
も
証
明
さ
れ
る
よ
う
に

思
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

○ 

 

と
に
か
く
こ
の
「
物
臭
さ
」
、
「
億
劫

お
つ
く
う

が
り
」
は
東
洋
人
の
特
色
で
あ
っ
て
、
私
は
仮
り
に
こ
れ
を
「
東
洋
的


惰
」
と
名
づ
け
る
。 

 

と
こ
ろ
で
こ
う
い
う
気
風
は
、
仏
教
や
老
荘
の
無
為
の
思
想
、「
怠
け
者
の
哲
学
」
に
影
響
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
実
は
そ
ん
な
「
思
想
」
な
ど
に
関
係
な
く
、
も
っ
と
卑
近
な
日
常
生
活
の
諸
相
に
行
き
渡
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
ざ
し
は
案
外
に
深
く
、
わ
れ
わ
れ
の
気
候
風
土
体
質
等
に
胚
胎

は
い
た
い

し
、
仏
教
や
老
荘
の

哲
学
は
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
環
境
が
逆
に
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
自
然
に
近
い
。 

 

怠
け
者
の
「
哲
学
」
や
「
思
想
」
だ
け
な
ら
、
西
洋
に
だ
っ
て
必
ず
し
も
な
い
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
古
代
の

ギ
リ
シ
ャ
に
は
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
よ
う
な
一
種
の
物
臭
太
郎
も
い
た
が
、
し
か
し
そ
れ
も
哲
学
的
見
地
か
ら
出

発
し
た
と
こ
ろ
の
学
者
と
し
て
の
態
度
で
あ
っ
て
、
日
本
や
支
那
に
無
数
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
物
臭
人
種
の
如

く
、
た
だ
何
ん
と
い
う
理
由
も
な
く
ぐ
う
た
ら

、
、
、
、
に
日
を
送
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
あ
の
時
代
の
克
己
主

義
の
哲
学
と
い
う
も
の
は
、
消
極
的
で
は
あ
る
が
、
物
慾
を
征
服
し
よ
う
と
す
る
一
念
が
強
く
、
多
分
に
努
力

的
、
意
志
的
で
あ
っ
て
、
「
解げ

脱だ
つ

」
と
か
、
「
真し

ん

如に
よ

」
と
か
、
「
涅ね

槃は
ん

」
と
か
、
「
大た

い

悟ご

徹て
つ

底て
い

」
と
か
い
う
境
涯
か

ら
は
よ
ほ
ど
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
仙
人
だ
の
隠
者
だ
の
と
い
う
者
も
な
い
こ
と

は
な
い
が
、
彼
ら
の
多
く
は
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
者
の
石

フ
イ
ロ
ソ
フ
ア
ー
ス
ス
ト
ー
ン

」
を
発
見
せ
ん
と
す
る
ア
ル
ケ
ミ
ス
ト
の
類
で
あ
っ

て
、
あ
た
か
も
支
那
の
か

つ

洪こ
う

仙
人
の
如
く
、「
無
為
」
と
か
「
怠
け
者
」
と
か
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
神
秘
」
の

観
念
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
想
像
さ
れ
る
。 

 

近
代
に
お
い
て
「
自
然
に
復か

え

れ
」
と
い
う
説
を
唱
え
た
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ー
ソ
ー
の
思
想
は
、
幾
分
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老
荘
の
そ
れ
に
相
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
私
は
、
実
は
、
そ
れ
こ
そ
怠
け
者
の
た
め
に
ま
だ
『
エ

ミ
ー
ル
』
一
冊
を
す
ら
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
の
で
何
ん
と
も
い
え
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
思
想
や
哲
学
は
ど

う
で
あ
ろ
う
と
も
、
実
際
の
日
常
生
活
に
お
い
て
、
西
洋
人
は
断
じ
て
「
物
臭
」
で
も
な
け
れ
ば
「
怠
け
者
」

で
も
な
い
。
そ
れ
は
彼
ら
の
体
質
、
表
情
、
皮
膚
の
色
、
服
装
、
生
活
様
式
等
、
あ
ら
ゆ
る
条
件
か
ら
そ
う
な
っ

て
い
る
の
で
、
た
ま
た
ま
何
ら
か
の
事
情
の
た
め
に
不
潔
や
不
規
律
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

東
洋
人
が

惰
の
う
ち
に
或
る
安
ら
か
な
別べ

つ

乾
坤

け
ん
こ
ん

を
打
開
す
る
よ
う
な
心
持
は
、
夢
に
も
理
解
し
得
な
い
で
あ

ろ
う
。
彼
ら
は
富
め
る
者
も
、
貧
し
い
者
も
、
遊
ぶ
者
も
、
働
く
者
も
、
老
人
も
、
青
年
も
、
学
者
も
、
政
治

家
も
、
実
業
家
も
、
芸
術
家
も
、
労
働
者
も
、
等
し
く
進
取
的
、
活
動
的
、
奮
闘
的
で
あ
る
点
に
お
い
て
差
別

は
な
い
。 

 

「
東
洋
人
の
精
神
的
も
し
く
は
道
徳
的
と
い
う
の
は
果
し
て
何
を
意
味
す
る
か
。
東
洋
人
は
浮
世
を
捨
て
て
山

の
中
へ
隠


い
ん
と
ん

し
、
独
り
冥
想

め
い
そ
う

に
耽ふ

け

っ
て
い
る
よ
う
な
の
を
聖
人
と
い
い
、
高
潔
の
士
と
い
う
。
し
か
し
西
洋
で

は
そ
ん
な
人
間
を
聖
人
だ
と
も
高
潔
の
士
だ
と
も
思
わ
な
い
、
そ
れ
は
一
種
の
エ
ゴ
イ
ス
ト
に
過
ぎ
な
い
。
わ

れ
わ
れ
は
勇
ま
し
く
街
頭
に
出い

で
、
病
め
る
者
に
薬や

く

じ

を
与
え
、
貧
し
き
者
に
物
資
を
恵
み
、
社
会
一
般
の
幸

福
を
増
進
す
る
た
め
に
身
を
犠
牲
に
し
て
働
く
人
を
、
真
の
道
徳
家
で
あ
る
と
い
い
、
そ
う
い
う
仕
事
を
精
神

的
の
事
業
と
い
う
の
だ
。
」

―
と
、
大
体
こ
う
い
う
趣
意
の
こ
と
を
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ウ
イ
が
書
い
て
い
た
の
を

読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
西
洋
に
お
け
る
一
般
の
考
え
方
の
標
準
、

―
常
識
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
恐

ら
く
「
怠
け
る
」
と
い
う
こ
と
、「
何
も
し
な
い
で
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
の
眼
か
ら
見
て
悪
徳
中
の
悪

徳
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
東
洋
人
と
い
え
ど
も
、「
怠
け
る
こ
と
」
が
「
働
く
こ
と
」
よ
り
精
神
的
だ
と
極き

め
込

ん
で
い
る
訳
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
の
説
に
正
面
か
ら
反
対
す
る
気
は
な
い
し
、そ
う
堂
々

と
開
き
直
っ
て
来
ら
れ
る
と
挨
拶

あ
い
さ
つ

の
し
よ
う
に
も
困
る
の
だ
が
、
い
っ
た
い
欧
米
人
の
「
社
会
の
た
め
に
身
を

犠
牲
に
し
て
働
く
」
と
い
う
の
は
ど
ん
な
場
合
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。 
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た
と
え
ば
基
督

キ
リ
ス
ト

教
の
運
動
に
「
救
世
軍
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
私
は
そ
の
事
業
な
り
そ
れ
に
携

た
ず
さ

わ
る
人
々

に
対
し
て
敬
意
を
こ
そ
抱
け
、
決
し
て
反
感
や
悪
意
を
蔵
す
る
者
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
動
機
の
如
何
に
か

か
わ
ら
ず
、
あ
あ
い
う
風
に
街
頭
に
立
っ
て
、
激
越
な
、
早
口
な
、
性
急
な
口
調
で
説
教
し
た
り
、
自
由
廃
業

の
援
助
に
奔
走
し
た
り
、
貧
民
窟
を
軒
並
み
に
叩た

た

い
て
慰
問
品
を
贈
っ
た
り
、
一
人
々
々
行
人
の
袂

た
も
と

を
捉
え
て

慈
善
鍋な

べ

へ
の
寄
附
を
す
す
め
ビ
ラ
を
配
る
と
い
う
よ
う
な
、
せ
せ
こ
ま
し
い
、
瑣さ

々さ

せ
つ

々せ
つ

た
る
遣や

り
方
は
、
不

幸
に
し
て
甚
だ
東
洋
人
の
気
風
に
合
わ
な
い
。
そ
れ
は
理
窟
を
超
越
し
た
肌は

だ

合あ

い
の
問
題
で
あ
っ
て
、
東
洋
人

に
は
お
互
に
解
っ
て
い
る
は
ず
の
心
理
で
あ
る
。
あ
あ
い
う
運
動
を
見
せ
ら
れ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
足
元
か
ら

追
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
忙
し
い
気
持
が
す
る
ば
か
り
で
、
少
し
も
し
ん
み
り

、
、
、
、
し
た
同
情
心
や
信
仰
心
が
湧わ

い

て
来
な
い
。
人
は
よ
く
仏
教
徒
の
布
教
や
救
済
の
方
法
が
、
基
督
教
に
比
べ
て
退
嬰

た
い
え
い

的
な
の
を
攻
め
る
け
れ
ど

も
、
実
は
あ
の
方
が
終
局
に
お
い
て
国
民
性
に
叶か

な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
日


に
ち
れ
ん

宗
や

如

れ
ん
に
よ

時
代
の

真
宗
が
い
か
に
積
極
的
、
能
動
的
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
七
字
の
題
目
や
六
字
の
名
号

み
よ
う
ご
う

に

あ
っ
て
、
あ
あ
い
う
風
に
現
世
的
な
枝
葉
の
こ
と
に
ま
で
係
わ
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
禅
宗
の
道
元

ど
う
げ
ん

の

如
き
は
「
仏
教
の
た
め
の
人
生
で
あ
っ
て
人
生
の
た
め
の
仏
教
で
な
い
」
と
い
う
風
に
考
え
て
い
た
ら
し
い
。

基
督
教
と
は
千
里
の
差
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。 

 

諸し
よ

か
つ

孔こ
う

明め
い

が
玄げ

ん

徳と
く

に
三
度
も
草そ

う

盧ろ

を
驚
か
さ
れ
て
、
仕
方
な
し
に
そ
の
重
い
腰
を
持
ち
上
げ
た
の
は
『
三
国

志
』
で
お
馴な

染じ

み
の
話
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
も
し
孔
明
が
玄
徳
に
引
っ
張
り
出
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
も
っ

と
早
く
か
ら
世
に
出
て
活
動
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
も
ま
た
結
構
な
事
だ
と
思
う
が
、
い
く
ら
玄
徳
に
懇

請
さ
れ
て
も
逃
げ
隠
れ
し
て
現
れ
ず
に
し
ま
い
、
閑か

ん

雲う
ん

野や

鶴か
く

を
友
と
し
て
世
を
終
っ
た
ら
、
そ
の
心
持
に
も
な

か
な
か
同
情
出
来
る
の
で
あ
る
。
支
那
で
は
昔
か
ら
「
明
哲
保
身
の
道
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
争
乱
を
避
け

て
一
身
を
全
う
す
る
の
も
、
ま
た
一
つ
の
処
世
術
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
戦
国
の
世
に
蘇そ

秦し
ん

が
錦
を
着
て
故
郷

へ
帰
り
、「
我
を
し
て
負ふ

廓か
く

の
田
二
頃け

い

あ
ら
し
め
ば
豈あ

に

六
国
の
相
印
を
佩お

び
ん
や
」
と
か
何
ん
と
か
い
っ
て
威
張
っ
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た
と
い
う
話
が
あ
る
が
、
立
身
出
世
し
て
六
国
の
相
印
を
佩
び
る
の
も
い
い
け
れ
ど
も
、
負
廓
の
田
二
頃
を
耕

し
つ
つ
生
涯
田
舎
に
埋
れ
る
こ
と
も
悪
く
は
な
い
。
但
し
、
こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
得
意
が
る
蘇
秦
と
い
う
男

は
、
何
ん
だ
か
こ
の
頃
の
代
議
士
み
た
い
で
、
孔
明
な
ど
に
比
べ
る
と
大
分
品
格
が
落
ち
る
よ
う
で
あ
る
。
事

実
東
洋
に
お
い
て
は
、
蘇
秦
型
よ
り
孔
明
型
の
人
物
の
方
が
、
単
に
品
格
ば
か
り
で
な
く
、
本
質
的
に
も
傑す

ぐ

れ

て
い
る
例
が
多
い
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

○ 

 

私
は
こ
の
頃
、
い
ろ
い
ろ
の
映
画
雑
誌
に
載
っ
て
い
る
ホ
リ
ー
ウ
ッ
ド
の
キ
ネ
マ
・
ス
タ
ア
た
ち
の
写
真
を

見
て
、
し
ば
し
ば
変
な
気
が
す
る
こ
と
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
顔
を
大
写
し
に
し
た
肖
像
を
見
る
と
、

殆
ど
一
人
の
例
外
も
な
く
、
悉
く

こ
と
ご
と

歯
を
露あ

ら

わ
し
て
笑
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
も
ま
た
一
人
の
例
外
も
な
く
、

そ
の
歯
が
ど
ん
な
俳
優
の
で
も
実
に
見
事
に
、
真
珠
の
よ
う
な
粒
が
そ

ろ

っ
て
真
っ
白
に
並
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

が
、
彼
ら
の
表
情
を
仔し

細さ
い

に
じ
っ
、
、
と
視み

詰
め
て
い
る
と
、
そ
の
笑
い
顔
が
ど
う
し
て
も
笑
っ
て
い
る
よ
う
に
は

思
え
な
い
で
、
無
理
に
可お

笑か

し
く
も
何
ん
と
も
な
い
の
に
唇
を

く
ち
び
る

開あ

け
て
、
歯
並
び
を
見
せ
び
ら
か
し
て
い
る
よ

う
に
し
か
取
れ
な
い
の
で
あ
る
。
よ
く
日
本
の
女
の
児
が
あ
く
た
い

、
、
、
、
を
吐つ

く
時
に
「
い
ー
ッ
」
と
い
っ
て
歯
を

出
す
が
、
ち
ょ
う
ど
あ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
感
じ
が
、
女
優
の
場
合
に
は
そ
れ
ほ
ど
極
端
で
な
い
け
れ
ど

も
、
男
優
の
場
合
に
は
特
に
顕
著
で
あ
る
。
こ
ん
な
気
持
の
す
る
の
は
大
方
私
一
人
で
は
あ
る
ま
い
。
読
者
諸

君
が
も
し
疑
わ
れ
る
な
ら
、
早
速
『
ク
ラ
シ
ッ
ク
』
で
も
開
い
て
試た

め

し
て
御
覧
に
な
る
と
い
い
。
一
遍
そ
う
思

い
出
し
た
ら
、
ど
の
俳
優
の
肖
像
で
も
「
笑
い
顔
」
が
忽
ち

た
ち
ま

「
歯
を
ム
キ
出
し
て
い
る
顔
」
に
見
え
る
こ
と
甚

だ
妙
で
あ
る
。 

 

文
化
の
進
ん
だ
人
種
ほ
ど
歯
の
手
入
れ
を
大
切
に
す
る
。
歯
列

は
な
ら
び

の
美
し
さ
如
何
に
依
っ
て
そ
の
種
族
の
文
明

の
程
度
が
推
し
測
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
な
ら
、
歯
科
医
学
の
最
も
進
歩
し
た
ア
メ
リ
カ
こ
そ
は
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世
界
一
の
文
明
国
で
あ
り
、
か
の
わ
ざ
と
ら
し
い
無
気
味
な
る
笑
顔
を
作
る
俳
優
た
ち
は
、「
己お

れ

は
こ
の
通
り
の

文
明
人
だ
ぞ
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
誇
示
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
私
の
如
く
生
れ
つ
き
の
乱ら

ん

杭ぐ
い

歯ば

の

持
ち
主
で
、
そ
れ
を
療
治
し
よ
う
と
も
し
な
い
者
は
、
か
つ
て
故
大
山
元
帥
の
あ
ば
た

、
、
、
面
が
そ
う
さ
れ
た
よ
う

に
、
手
も
な
く
未
開
人
の
標
本
に
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
尤
も

も
っ
と

こ
の
頃
は
日
本
人
で
も
私
の
よ
う
な
の
は
例

外
で
あ
っ
て
、
少
し
気
の
利き

い
た
都
会
に
は
何
処

ど

こ

へ
行
っ
て
も
ア
メ
リ
カ
仕
込
み
の
歯
科
医
の
店
が
繁
昌

は
ん
じ
よ
う

し
て

お
り
、
中
に
は
脳
貧
血
を
起
す
ぐ
ら
い
は
覚
悟
の
前
で
立
派
に
使
用
に
堪
え
る
天
賦
の
歯
を
抜
い
た
り
切
っ
た

り
し
て
人
工
的
の
装
飾
を
施
す
。
そ
の
せ
い
か
知
ら
ぬ
が
、
近
来
都
会
人
の
歯
は
日
増
し
に
美
し
く
な
っ
て
昔

の
よ
う
な
乱
杭
歯
や
八
重
歯
や
茄
子

な

す

び

歯ば

は
め
っ
き
り
と
少
く
な
っ
た
。
男
女
を
問
わ
ず
、
礼
儀
や
容
姿
に
気
を

付
け
る
人
は
、
歯は

研み
が

き
一
つ
買
う
に
し
て
も
コ
リ
ノ
ス
だ
と
か
ペ
プ
ソ
デ
ン
ト
だ
と
か
、
ア
メ
リ
カ
の
舶
載
品

を
使
っ
て
、
念
の
入
っ
た
の
は
朝
夕
二
度
も
歯
を
研
く
。
だ
か
ら
日
本
人
の
歯
は
、
一
日
々
々
と
真
っ
白
に
真

珠
色
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
ア
メ
リ
カ
人
に
近
く
、
文
明
人
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
人
に
快
感
を
与
え
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
以
上
、
こ
れ
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
が
、
元
来
日
本
で
は
八
重
歯
や
味

ッ
歯
の
不

い
な
と
こ

ろ
に
自
然
の
愛
嬌
を
認
め
た
も
の
で
、
あ
ま
り
色
の
真
っ
白
な
歯
が
ズ
ラ
リ
と
綺
麗
に
列
ん
で
い
る
の
は
、
何

ん
と
な
く
酷
薄
な
、
奸
黠

か
ん
か
つ

残
忍
な
感
じ
が
す
る
と
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
で
、
東
京
、
京
都
、
大
阪
な
ど

の
大
都
会
の
美
人
と
い
う
も
の
は
、
（
い
や
、
男
で
も
そ
う
だ
が
、）
大
体
に
お
い
て
歯
の
性
が
悪
く
、
か
つ
不


い
で
あ
る
。
殊
に
京
の
女
の
歯
の
汚
い
こ
と
は
殆
ど

ほ
と
ん

定
説
に
な
っ
て
い
る
。
私
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
、
か
え
っ

て
九
州
あ
た
り
の
辺
陬

へ
ん
す
う

の
人
に
歯
列
の
美
し
い
の
が
多
い
。（
だ
か
ら
九
州
の
人
は
薄
情
だ
と
い
う
の
で
は
な
い

か
ら
、
怒
っ
て
は
い
け
な
い
。
）
ま
た
老
人
な
ぞ
は
、
煙
草

た

ば

こ

の
や
に
、
、
で
黄
色
く
汚
れ
て
、
手て

ず

れ
の
し
た
象ぞ

う

げ

の

よ
う
な
色
を
し
て
い
る
の
が
、
白
毛
交
り
の
疎そ

髯ぜ
ん

の
隙す

き

か
ら
見
え
た
り
す
る
と
い
か
に
も
老
人
ら
し
く
、
皮
膚

の
色
と
も
よ
く
調
和
し
て
、
の
ん
び
り
し
た
、
悠
々

ゆ
う
ゆ
う

迫
ら
ざ
る
感
じ
を
抱い

だ

か
せ
る
も
の
で
、
中
に
は
一
本
や
二

本
ぐ
ら
い
抜
け
落
ち
た
ま
ま
に
捨
て
て
あ
る
の
も
、
決
し
て
そ
ん
な
に
見
苦
し
い
も
の
で
は
な
い
。
今
で
は
こ
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う
い
う
黄
色
い
歯
を
持
つ
老
人
は
、
田
舎
へ
で
も
行
か
な
い
限
り
日
本
で
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

支
那
や
朝
鮮
へ
行
け
ば
ザ
ラ
に
あ
る
。
老
人
の
歯
の
真
っ
白
に

っ
て
い
る
の
は
、
少
く
と
も
東
洋
人
の
容
貌

よ
う
ぼ
う

に
は
調
和
し
な
い
。
入
れ
歯
を
す
る
に
も
な
る
べ
く
自
然
に
近
い
よ
う
に
す
べ
き
で
、
年
寄
り
の
く
せ
に
余
り

若
が
っ
て
綺
麗
に
し
た
の
は
、
「
四
十
過
ぎ
て
の
厚
化
粧
」
で
、
へ
ん
に
イ
ヤ
味
な
も
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

○ 

 

上
山

か
み
や
ま

草
人

そ
う
じ
ん

の
話
を
き
く
と
、
ア
メ
リ
カ
で
は
礼
儀
作
法
が
実
に
や
か
ま
し
い
。
男
子
が
女
子
の
前
で
肉
体
の

一
部
を
見
せ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
、
鼻
を
か
ん
で
も
啜す

す

っ
て
も
せ

き

を
し
て
も
い
け
な
い
。
だ
か
ら
風
邪

か

ぜ

で

も
引
い
た
時
は
何
処
へ
も
出
ら
れ
ず
、
一
日
家
に
籠こ

も

っ
て
い
る
よ
り
仕
方
が
な
い
と
い
う
。
こ
の
調
子
だ
と
、

今
に
ア
メ
リ
カ
人
は
鼻
の
穴
か
ら
臀し

り

の
穴
ま
で
、
舐な

め
て
も
い
い
よ
う
に
キ
レ
イ
に
掃
除
を
し
、
垂
れ
る
糞
ま

で
が
麝
香

じ
や
こ
う

の
よ
う
な
匂
を
放
つ
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、
真
の
文
明
人
で
は
な
い
と
い
い
出
す
か
も
知
れ
な
い
。 

 

こ
れ
と
似
た
よ
う
な
話
は
、
か
つ
て
故
芥
川

あ
く
た
が
わ

君
か
ら
又
聞
き
し
た
の
だ
が
、
成な

る

瀬せ

正せ
い

一い
ち

氏
が
独
逸

ド

イ

ツ

で
或
る
家

に
客
と
な
っ
て
、
芥
川
君
の
「
或
る
日
の
大
石

お
お
い
し

内
蔵
助

く
ら
の
す
け

」
を
そ
の
場
で
訳
し
な
が
ら
読
ん
で
聴
か
せ
た
時
、「
内

蔵
助
は
立
っ
て
厠

か
わ
や

へ
行
っ
た
」
と
い
う
句
に
行
き
当
っ
て
ハ
タ
と
つ
か
え
た
。
そ
し
て
と
う
と
う
「
厠
」
と
い

う
語
を
訳
さ
ず
に
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

ポ
ー
ル
・
モ
ー
ラ
ン
の
小
説
な
ど
に
は
「
厠
」
と
い
う
語
が
ち
ょ
い
ち
ょ
い
出
て
来
る
か
ら
、
近
頃
の
仏
蘭
西

フ

ラ

ン

ス

あ
た
り
は
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
ど
う
も
欧
米
人
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
こ
と
に
変
に
気
を

廻
す
癖
が
あ
り
、
そ
れ
を
文
明
人
の
資
格
と
心
得
て
い
る
ら
し
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

○ 

 

ト
ル
ス
ト
イ
の
「
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
」
を
読
ん
だ
人
は
御
承
知
で
あ
ろ
う
。
あ
の
中
で
、
あ
の
小
説
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の
主
人
公
は
欧
羅
巴

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
い
わ
ゆ
る
文
明
人
の
生
活
ぶ
り
を
口
を
極
め
て
批
難
し
て
い
る
。
彼
ら
の
日
常
の
食
物

や
婦
人
の
服
装
な
ど
を
見
る
と
、
甚
だ
し
く
刺し

戟げ
き

的
、
積
極
的
で
、
ど
う
し
て
も
劣
情
を
挑
発
す
る
目
的
に
し

か
出
来
て
い
な
い
の
に
、
一
方
に
お
い
て
礼
儀
作
法
を
や
か
ま
し
く
い
う
の
は
虚
偽
で
あ
る
、

―
と
、
今
そ

の
本
が
手
元
に
な
い
の
で
ハ
ッ
キ
リ
想
い
出
せ
な
い
が
、
た
し
か
そ
う
い
う
意
味
の
こ
と
で
、
私
は
あ
れ
を
読

ん
だ
と
き
、
さ
す
が
に
ト
ル
ス
ト
イ
は
ロ
シ
ア
人
で
あ
る
と
思
っ
た
。 

 

実
際
、
紳
士
が
夜
会
の
席
な
ぞ
で
、
足あ

し

枷か
せ

手て

枷か
せ

を
篏は

め
ら
れ
た
よ
う
な
礼
装
を
し
て
、
あ
の
誘
惑
的
な
婦
人

の
服
装
を
前
に
し
な
が
ら
、
オ
ク
ビ
を
し
て
も
シ
ャ
ッ
ク
リ
を
し
て
も
ス
ー
プ
を
す
す
る
音
を
立
て
て
も
い
け

な
い
な
ど
と
い
う
礼
法
に
束
縛
さ
れ
て
食
卓
に
就
い
た
の
で
は
、
い
か
に
善
尽
し
美
尽
し
の
料
理
を
並
べ
ら
れ

て
も
何
ん
の
御ご

馳ち

走そ
う

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
へ
行
く
と
支
那
人
の
宴
会
は
、
「
食
う
」
「
飲
む
」
と
い
う
目
的

の
た
め
に
大
概
な
不
作
法
を
許
容
す
る
。
い
か
に
騒
々
し
い
音
を
立
て
て
も
床
や
テ
ー
ブ
ル
を
ど
ん
な
に
汚
し

て
も
差さ

し

支つ
か

え
な
く
、
夏
な
ど
南
の
方
へ
行
け
ば
、
主
人
か
ら
先
に
上う

わ

衣ぎ

を
脱
い
で
、
腰
か
ら
上
は
素
ッ
裸
に
な

る
。
日
本
も
こ
の
点
に
お
い
て
支
那
と
大
し
た
変
り
は
な
い
。 

 

ホ
テ
ル
の
食
堂
と
い
う
も
の
は
、
家
族
的
で
、
花
や
か
で
、
旧
式
な
旅
館
の
個
人
主
義
な
の
よ
り
い
い
と
い

う
人
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
れ
は
紳
士
淑
女
が
服
装
を
見
せ
び
ら
か
し
、
虚
栄
心
を
満
足
さ
せ
る
た
め

の
処
で
、
食
う
方
は
二
の
次
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
浴
衣

ゆ

か

た

が
け
で
脇
息

き
よ
う
そ
く

に
靠も

た

れ
た
り
足
を
投
げ
出
し

た
り
し
て
た
べ
る
方
が
、
胃
の
腑ふ

は
た
し
か
に
喜
ぶ
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
を
要
す
る
に
、
西
洋
人
の
「
文
明
的
施
設
」
と
い
い
、
「
清
潔
」
と
い
い
、
「
整
頓
」
と
い
う
の
は
、
あ

の
ア
メ
リ
カ
人
の
歯
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？ 

そ
う
い
え
ば
私
は
、
あ
の
白
い
汚
れ
目
の

な
い
歯
列
を
見
る
と
、
何
ん
と
な
く
西
洋
便
所
の
タ
イ
ル
張
り
の
床
を
想
い
出
す
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

○ 
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今
日
わ
れ
わ
れ
が
悩
ん
で
い
る
二
重
生
活
の
矛
盾
と
い
う
こ
と
も
、
衣
食
住
の
様
式
と
い
っ
た
よ
う
な
末
節

の
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
は
も
っ
と
眼
に
見
え
な
い
深
い
原
因
に
依
る
の
だ
と
思
う
。

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
に
畳
の
な
い
家
に
住
み
、
朝
か
ら
晩
ま
で
洋
服
を
着
、
洋
食
を
食
う
よ
う
に
努
め
て

み
て
も
、
な
か
な
か
そ
れ
が
続
け
ら
れ
な
い
で
、
し
ま
い
に
は
洋
室
に
火
鉢
を
持
ち
込
ん
だ
り
絨
毯

じ
ゆ
う
た
ん

の
上
へ
す

わ
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
や
は
り
何
ん
と
い
っ
て
も
東
洋
人
の
持
ち
前
た
る
「
ふ
し
だ
ら
」
や
「
億
劫

お
つ
く
う

が
り
」
が
心
の
奥
に
根
を
張
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
わ
れ
わ
れ
は
食
事
の
時
間
を
規
則
的
に
極き

め
ら
れ

る
こ
と
に
苦
痛
を
感
ず
る
。
昼
間
事
務
所
で
働
く
人
は
、
そ
の
間
だ
け
や
む
な
く
規
則
的
に
な
る
が
、
家
庭
へ

帰
れ
ば
直
ぐ
不
規
則
に
な
る
。
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
本
当
に
落
ち
着
い
て
休
息
し
、
一
杯
や
り
な
が
ら
物
を

食
う
と
い
う
気
に
な
れ
な
い
。
だ
か
ら
勤
め
先
で
昼
飯
を
食
う
多
く
の
日
本
人
は
、
ほ
ん
、
、
の
弁
当
代
り
に
、
簡

単
な
物
を
大
急
ぎ
で
か

っ
込
ん
で
置
く
だ
け
で
あ
る
が
、
神
戸
や
横
浜
に
住
む
西
洋
人
は
そ
う
で
は
な
い
。
近

い
所
に
家
庭
の
あ
る
者
は
か
な
り
忙
し
い
思
い
を
し
て
で
も
必
ず
一
定
の
時
間
に
家
に
帰
り
、
食
堂
に
打
ち
く

つ
ろ
い
で
食
事
を
し
、
酒
を
飲
み
、
そ
し
て
ま
た
時
間
ま
で
に
は
事
務
所
へ
帰
る
。
そ
ん
な
慌
し

あ
わ
た
だ

い
思
い
を
し

て
何
が
面
白
い
と
い
い
た
い
け
れ
ど
、
彼
ら
は
そ
う
い
う
規
則
ず
く
め
に
馴な

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
洋

食
の
料
理
法
と
い
う
も
の
が
、
何
時
何
分
に
食
堂
へ

入

は

い

る
と
キ
ッ
チ
リ
極き

め
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
コ
ッ
ク
が

困
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
。
だ
か
ら
日
本
人
は
し
ば
し
ば
「
何
時
に
召
し
上
り
ま
す
か
」
と
コ
ッ
ク
に
執
拗

し
つ
よ
う

に

念
を
押
さ
れ
て
腹
を
立
て
る
こ
と
が
あ
る
が
、
ず
べ
ら

、
、
、
を
す
れ
ば
ど
ん
な
に
料
理
が
ま
ず
く
な
っ
て
も
、
コ
ッ

ク
は
決
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
。 

 

一
事
が
万
事
で
あ
る
。
食
器
に
し
て
も
、
は

し

や
椀わ

ん

な
ら
ざ
っ
と
洗
っ
て
お
け
ば
済
む
が
、
西
洋
料
理
は
材
料

が
脂

あ
ぶ
ら

ッ
こ
い
の
だ
し
、
銀
器
や
磁
器
や
ガ
ラ
ス
の
器
が
多
い
の
だ
か
ら
、
始
終
ピ
カ
ピ
カ
に
研
く
よ
う
に
気
を

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
い
う
無
数
の
煩
わ

わ
ず
ら

し
い
拘
束
に
堪
え
て
ま
で
も
二
重
生
活
を
打

破
し
よ
う
と
い
う
気
持
に
は
、
容
易
に
な
り
に
く
い
の
で
あ
る
。 
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○ 

 
イ
ギ
リ
ス
人
は
老
人
で
も
朝
か
ら
濃
厚
な
ビ
フ
テ
キ
を
食
い
、
そ
し
て
盛
ん
に
ス
ポ
ー
ツ
を
し
て
精
力
を
貯

え
、
体
力
を
養
う
。
こ
れ
も
一
つ
の
養
生
法
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
無
精
な
人
間
の
眼
か
ら

見
る
と
、
刺
戟
性
の
食
物
を
多
量
に
摂
取
す
る
た
め
に
、
否
で
も
応
で
も
運
動
し
な
け
れ
ば
消
化
し
切
れ
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
、
ス
ポ
ー
ツ
も
一
種
の
苦
役
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
時
間
を
静
か
に
読
書
に
で
も
費

し
た
方
が
、
あ
る
い
は
も
っ
と
有
益
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
わ
ん
や
ト
ル
ス
ト
イ
の
言
の
如
く
、
そ
の
刺

戟
の
た
め
に
一
層
性
慾
を
あ

お

っ
て
煩ぼ

ん

悩の
う

の
火
を

き
立
て
る
結
果
と
な
り
、
精
力
の
濫
費
を
来
た
す
と
し
た
ら
、

つ
ま
る
所
は
食
う
物
を
減
ら
し
て
怠
け
て
い
る
も
の
と
孰
方
が
善
い
か
分
ら
な
く
な
る
。 

 

昔
、
と
い
っ
て
も
つ
い
、
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
母
の
時
代
の
頃
ま
で
は
、
堅
気
な
家
の
女
房
と
い
う
も
の
は
殆
ど
一

年
中
日
の
目
も
見
な
い
よ
う
な
薄
暗
い
部
屋
の
奥
に
い
て
、
め
っ
た

、
、
、
に
外
へ
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
京
大
阪

あ
た
り
の
旧
家
で
は
、
入
浴
さ
え
五
日
に
一
遍
ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
「
御
隠
居
さ
ん
」
と
い
わ
れ

る
よ
う
な
身
分
に
な
れ
ば
、
一
日
ぺ
っ
た
り

、
、
、
、
と
据
わ
っ
た
き
り
座
蒲
団
の
上
を
さ
え
動
き
は
し
な
い
。
今
か
ら

思
う
と
そ
ん
な
風
に
し
て
ど
う
し
て
生
き
て
い
ら
れ
た
か
不
思
議
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
た
べ
る
物
と
い
っ
て
は
、

ほ
ん
、
、
の
わ

ず

か
な
、
ご
く
淡
白
な
、
鳥
の
す

り
え

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
粥か

ゆ

、
梅
干
、
梅
び
し
お
、
で
ん
ぶ
、

煮
豆
、
佃
煮

つ
く
だ
に

、

―
私
は
今
で
も
祖
母
の
膳
の
上
に
あ
っ
た
そ
う
い
う
品
々
を
想
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
彼

女
た
ち
に
は
彼
女
た
ち
相
応
な
消
極
的
な
摂
生
法
が
あ
っ
て
、
多
く
の
場
合
活
動
的
な
男
子
よ
り
も
長
寿
を
保
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

「
寝
て
ば
か
り
い
て
は
毒
だ
」
と
い
う
が
、
同
時
に
食
物
の
量
を
減
ら
し
、
種
類
を
減
ら
せ
ば
、
そ
れ
だ
け

伝
染
病
な
ど
の
危
険
を
冒お

か

す
度
も
少
い
。
カ
ロ
リ
ー
だ
の
ヴ
ィ
タ
ミ
ン
だ
の
と
や
か
ま
し
く
い
っ
て
時
間
や
神

経
を
使
う
隙ひ

ま

に
、
何
も
し
な
い
で
寝
こ
ろ
ん
で
い
る
方
が
賢
い

か
し
こ

と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
世
の
中
に
は
「
怠
け
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者
の
哲
学
」
が
あ
る
よ
う
に
、
「
怠
け
者
の
養
生
法
」
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

○ 

 
今
大
阪
で
一
流
に
数
え
ら
れ
る
老
検
校

け
ん
ぎ
よ
う

の
話
に
、
昔
は
地じ

唄う
た

を
う
た
う
場
合
に
余
り
大
き
な
声
を
出
し
て
発

音
を
明
瞭
に
い
う
と
、
か
え
っ
て
下
品
だ
と
い
っ
て
叱
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
そ
う
い
え
ば
、
琴

や
三
味
線
の
巧
い
検
校
で
声
量
の
大
き
く
美
し
い
人
は
、
関
西
に
は
割
り
に
少
い
。
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、

楽
器
の
方
を
大
切
に
し
て
唄
は
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
じ
っ
、
、
と
落
ち
着
い
て
聞
い
て
い
れ
ば
、

声
は
小
さ
く
て
も
節
廻
し
は
細
か
く
、
余
情
も
心
持
も
十
分
に
行
き
渡
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
彼
ら
は
、

今
の
声
楽
家
の
よ
う
に
ア
ル
コ
ー
ル
を
節
し
、
女
色
を
節
し
て
も
喉の

ど

を
大
切
に
し
、
声
量
の
保
存
に
努
め
る
と

い
う
心
が
け
が
な
い
。
つ
ま
り
何
処
ま
で
も
気
分
本
位
で
、
そ
ん
な
堅
苦
し
い
思
い
を
し
て
唄
っ
た
の
で
は
、

唄
っ
て
も
愉
快
で
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
老
年
に
な
れ
ば
声
量
が
減
り
、
皺し

わ

嗄が

れ
て
来
る
の
は
自
然
の
理
で

こ
と
わ
り

あ
る

か
ら
、
敢
て
そ
れ
に
逆
ら
お
う
と
し
な
い
で
、
自
分
に
心
行
く
限
り
唄
お
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
本
人

に
取
っ
て
み
れ
ば
、
酔
っ
て
陶
然
と
し
た
時
に
ふ
と
三
味
線
を
取
り
上
げ
て
唄
う
の
で
な
け
れ
ば
、
何
ん
の
面

白
味
も
な
い
訳
で
あ
る
。
か
か
る
考
か
ら
す
れ
ば
、
人
に
聞
え
な
い
ほ
ど
の
微か

す

か
な
鼻
声
で
唄
っ
て
い
て
も
、

自
分
で
は
技
巧
の
妙
を
味
わ
い
尽
す
こ
と
が
出
来
、
三
昧
境

さ
ん
ま
い
き
よ
う

に

入

は

い

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
極
端
に
い
え
ば
声
を

出
さ
ず
に
空
想
で
唄
っ
て
も
事
は
足
り
る
。 

 

自
分
が
楽
し
む
よ
り
も
人
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
西
洋
流
の
声
楽
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
何
処

か
窮
屈
で
、
努
力
的
、
作
為
的
で
あ
る
。
聞
い
て
い
て
羨
ま

う
ら
や

し
い
声
量
だ
と
は
思
っ
て
も
、
そ
の
唇
の
動
き
を

見
て
い
る
と
何
ん
だ
か
声
を
出
す
機
械
の
よ
う
な
気
が
し
て
、
わ
ざ
と
ら
し
い
感
じ
が
伴
う
。
だ
か
ら
唄
っ
て

い
る
本
人
の
三
昧
境
の
心
持
が
聴
衆
に
伝
わ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
い
っ
て
い
い
。
こ
れ
は
音
楽
の

み
な
ら
ず
、
総
べ
て
の
芸
術
に
お
い
て
こ
の
傾
き
が
あ
る
と
思
う
。 
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○ 

 
誤
解
を
さ
れ
て
は
困
る
が
、
私
は
決
し
て
怠
け
者
に
な
る
こ
と
を
諸
君
に
す
す
め
る
次
第
で
は
な
い
。
が
、

精
力
家
と
か
勤
勉
家
と
か
い
わ
れ
る
こ
と
を
鼻
に
か
け
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
自
分
の
方
か
ら
押
し
売
り
す
る
人

が
多
い
世
の
中
だ
か
ら
、
た
ま
に
は

惰
の
美
徳

―
奥
床
し
さ
を
想
起
し
て
も
害
に
は
な
る
ま
い
と
思
う
の

で
あ
る
。
正
直
の
と
こ
ろ
、
そ
う
い
う
私
自
身
が
実
は
そ
ん
な
に
怠
け
者
で
は
な
く
、
先
ず
わ
れ
わ
れ
の
仲
間

う
ち
で
は
勉
強
家
の
方
で
あ
る
こ
と
は
、
友
人
諸
氏
が
証
明
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

（
昭
和
五
年
四
月
十
日
記
） 

 


