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は
じ
め
に

普
段
、
私
た
ち
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
「
は
た
ら
く
」（
働
く
）
と
い
う
言
葉
が
飛
び
交
う
社
会

で
生
活
し
て
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
「
は
た
ら
く
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
考
え
た
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
。
お
そ
ら
く
、
あ
ま
り
気
に
せ
ず
に
い
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
は
た
ら
く
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
国
語
辞
典
で
調
べ
て
み
る
と
、「
仕
事
を
す
る
」「
労
働
す
る
」

「
機
能
す
る
」「
精
神
な
ど
が
活
動
す
る
」
な
ど
と
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、本
来
は
「
端は
た

を
楽ら
く

に
す
る
」

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
周
り
の
方
々
を
幸
せ
に
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

き
っ
と
多
く
の
方
々
は
、「
仕
事
を
す
る
」「
労
働
す
る
」
こ
と
を
「
は
た
ら
く
」
と
い
う
言
葉
の

定
義
と
し
て
捉
え
、
ス
ピ
ー
ド
、
効
率
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
重
視
の
現
代
社
会
環
境
に
身
を
置
か
れ
て

い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

「
お
金
持
ち
に
な
り
た
い
」「
偉
く
な
り
た
い
」「
自
分
の
夢
を
叶
え
る
た
め
」「
会
社
を
守
る
た
め
」

「
家
族
を
守
る
た
め
」「
生
き
る
た
め
」
な
ど
、
働
く
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
た
と
え

ど
ん
な
理
由
、
志
、
思
い
が
あ
ろ
う
と
も
、
働
い
た
結
果
が
何
か
し
ら
の
社
会
貢
献
に
繋
が
っ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
結
果
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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例
え
ば
、
落
ち
着
い
た
心
が
な
け
れ
ば
冷
静
な
判
断
は
で
き
な
く
な
り
、
仕
事
も
雑
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
い
っ
し
ょ
に
仕
事
を
し
て
い
る
仲
間
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
気
配
り
も
で
き
な
く
な
り
、
自
ず

と
険
悪
な
ム
ー
ド
が
生
ま
れ
ま
す
。
結
果
と
し
て
、
成
果
を
あ
げ
て
た
く
さ
ん
の
賞
与
を
頂
い
た
と

し
て
も
、
忙
し
さ
は
変
わ
ら
ず
家
族
と
の
関
係
が
崩
れ
た
り
、
せ
っ
か
く
頂
い
た
お
金
を
使
う
時
間

が
な
か
っ
た
り
、
多
忙
で
健
康
を
損
ね
て
し
ま
う
と
い
う
結
末
も
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。

こ
れ
は
何
事
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
何
か
物
事
に
没
頭
し
は
じ
め
る
と
、
い
つ
の
間
に
か

向
か
う
べ
き
方
向
を
見
失
い
、
気
が
付
い
た
ら
本
来
の
目
的
か
ら
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
た
状
態
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。

私
の
生
き
る
道
と
し
て
い
る
僧
侶
と
い
う
も
の
も
同
じ
で
す
。
と
り
わ
け
、
浄
土
真
宗
は
「
在ざ
い

家け

」
の
宗
教
と
い
う
こ
と
で
、「
出し
ゅ
っ
け家
」
と
は
違
い
、
肉に
く

食じ
き

妻さ
い

帯た
い

が
許
さ
れ
、
男
性
の
場
合
は
剃て
い

髪は
つ

も
得と
く

度ど

と
い
う
僧
侶
に
な
る
仏
門
入
門
の
儀
式
の
と
き
以
外
は
義
務
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
生
活
は
一

般
の
方
々
と
ほ
ぼ
変
わ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
僧
侶
と
い
わ
れ
る
か
ら
に
は
、
一
般
の
方
と
の
違
い

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
在
家
」
と
い
う
多
く
の
方
々
と
変
わ
ら
な
い
日
常
生
活
の
ス
タ
イ
ル
の

中
で
、
ど
の
よ
う
に
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
教
の
教
え
と
向
き
あ
っ
て
い
く
か
と
い
う
モ
デ
ル
と
な
る

こ
と
で
す
。
こ
れ
が
浄
土
真
宗
の
僧
侶
の
役
割
だ
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
僧
侶
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
べ
く
お
葬
式
、
法
事
、
説
教
と
い
っ
た
法
務
の
仕
事
を

さ
て
、
こ
こ
で
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
、
少
し
人
間
の
習
慣
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
人
間

と
い
う
の
は
、
生
き
て
い
く
中
で
成
功
や
失
敗
を
繰
り
返
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
通
し
て
物
事
を

判
断
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
素
晴
ら
し
い
能
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
言
い
方
を
換

え
る
と
、
実
は
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
通
し
て
、
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
判
断
す
る
価
値
基
準
が

構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
自
己
中
心
的
な
判
断
を
す
る
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
世
間
一
般
の
「
は
た
ら
く
」
と
い
う
定
義
の
中
に
身
を
投
じ
過
ぎ
て
、
気
が
付

か
な
い
う
ち
に
考
え
方
や
も
の
の
見
方
が
こ
り
固
ま
っ
て
し
ま
い
、
か
つ
て
は
理
解
で
き
た
こ
と
が

分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
り
、
あ
な
た
の
目
を
曇
ら
せ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

実
は
、
こ
れ
を
「
い
そ
が
し
い
」（
忙
し
い
）
と
い
い
ま
す
。
こ
の
「
い
そ
が
し
い
」
と
い
う
言

葉
は
、
普
段
「
用
事
が
多
く
て
暇
が
な
い
」「
せ
か
せ
か
し
て
落
ち
着
か
な
い
」
と
い
う
意
味
で
使

用
さ
れ
ま
す
が
、漢
字
の
「
忙
」
を
分
解
す
る
と
、「
心
」
と
「
亡
」
に
分
か
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、「
心

が
亡な

い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
本
来
あ
る
は
ず
の
落
ち
着
い
た
心
、優
し
い
心
が
失
わ
れ
た
状
態
」

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
。

今こ
ん

日に
ち

の
日
本
の
社
会
を
見
て
み
る
と
、忙
し
く
働
く
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
、中
に
は
そ
れ
を
ス
テ
ー

タ
ス
と
す
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
来
の
意
味
で
よ
く
考
え
て
み
る
と
、「
い
そ

が
し
い
」
こ
と
は
、
実
は
あ
ま
り
自
慢
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
ま
せ
ん
か
。
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こ
そ
注
意
す
べ
き
こ
と
も
取
り
上
げ
な
が
ら
、
仏
教
の
智
慧
を
レ
ン
ズ
と
し
て
物
事
を
整
理
し
て
い

く
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
本
で
す
。

さ
あ
、
こ
の
本
を
読
む
こ
と
で
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
詰
め
込
ま
れ
た
経
験
で
い
っ
ぱ
い
の

リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
を
一
度
降
ろ
し
て
み
ま
せ
ん
か
。そ
し
て
、仏
教
の
智
慧
を
通
し
て
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ

ク
の
中
身
を
整
理
し
、「
は
た
ら
く
」
と
い
う
こ
と
を
い
ま
一
度
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？　

そ
の
作

業
の
中
で
、
も
し
仏
教
の
智
慧
に
あ
な
た
が
「
好
き
だ
な
」
と
思
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
あ
な
た

の
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
の
中
に
そ
れ
を
新
た
に
加
え
て
頂
け
た
ら
幸
い
で
す
。

決
し
て
そ
れ
は
重
荷
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。

こ
の
本
を
き
っ
か
け
に
、あ
な
た
が
新
た
な
思
い
で
人
生
を
再
出
発
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、

心
か
ら
願
っ
て
お
り
ま
す
。

二
〇
一
六
年
三
月　

大
來
尚
順

す
る
と
き
な
ど
、
ど
う
し
て
も
臨
機
応
変
に
対
応
で
き
な
い
伝
統
的
か
つ
形
式
的
な
ス
タ
イ
ル
に
固

執
し
て
し
ま
い
、
ま
た
「
在
家
」
と
い
う
生
活
ス
タ
イ
ル
に
身
を
置
き
す
ぎ
る
ば
か
り
に
、
と
き
と

し
て
僧そ
う

籍せ
き

が
単
な
る
資
格
だ
と
錯
覚
し
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
都
度
、
自
分
は
こ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
僧
侶
と
し
て
何
が
し
た
い
の
か
と
自
問
自
答

を
し
ま
す
。
こ
れ
は
私
だ
け
が
持
つ
悩
み
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
私
は
僧
侶
と
し
て
山
口
県
に
あ
る
生
ま
れ
育
っ
た
お
寺
を
護
り
、
仏
法
を
伝
道
す
る
と
い

う
役
割
を
持
つ
傍
ら
、
東
京
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
も
働
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
二
足
の
草わ
ら
じ鞋

を
履
い
て
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
の
お
寺
が
過
疎
化
と
高
齢
化
の
問
題
に
直
面
す
る
地

域
に
位
置
し
、
お
寺
だ
け
で
は
生
活
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
か
ら
で
す
。

こ
の
本
は
、
私
自
身
が
二
足
の
草
鞋
を
履
い
て
生
活
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
実
感
す
る
視
点
を
も
と

に
、
現
在
置
か
れ
て
い
る
環
境
で
「
は
た
ら
く
」
こ
と
に
悩
み
、
疑
問
、
不
安
を
抱
え
て
い
る
方
々

に
向
け
て
書
い
た
本
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
本
に
さ
ら
に
リ
ア
リ
テ
ィ
と
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
加
え

る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
実
際
に
「
は
た
ら
く
」
こ
と
に
お
悩
み
を
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
を
対
象
に
「
痛

ま
な
い
ビ
ジ
ネ
ス
マ
イ
ン
ド
」（
寺
子
屋
ブ
ッ
ダ
主
催
）
と
い
う
、
私
と
の
質
疑
応
答
形
式
の
イ
ベ

ン
ト
を
開
催
し
て
、
そ
こ
で
出
て
き
た
臨
場
感
あ
る
現
場
の
声
を
反
映
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た
、
仕
事

で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
な
っ
て
い
る
状
況
だ
け
で
は
な
く
、
調
子
が
よ
く
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
状
況
な
と
き
に
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正
し

ょ

う

念ね

ん

自
分
の
ペ
ー
ス
で
仕
事
が
で
き
ず

あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
前
に
進
ま
な
い

自
分
の
ペ
ー
ス
で
仕
事
を
し
た
い
の
に
、
急
な
仕
事
の
依
頼
や
難
し
い
仕
事
に
苦
戦
し
て
な
か
な

か
思
う
よ
う
に
仕
事
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
悩
ん
で
し
ま
う
こ
と
っ
て
あ
る
と
思
い
ま
す
。

い
つ
も
の
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
に
加
え
新
し
い
仕
事
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
が
実
に
難
し
く
、
そ
の

仕
事
に
気
を
取
ら
れ
て
い
る
と
、
結
果
的
に
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
に
ま
で
悪
影
響
が
出
て
し
ま
っ
た

経
験
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

私
自
身
、
実
は
何
度
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
一
番
辛
か
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
関

わ
っ
た
こ
と
の
な
い
難
し
い
物
理
・
科
学
分
野
の
学
術
論
文
の
翻
訳
を
、
短
期
間
で
突
然
依
頼
さ
れ

た
と
き
の
こ
と
で
す
。「
こ
ん
な
翻
訳
で
き
る
か
! !
」
と
思
い
な
が
ら
も
翻
訳
に
集
中
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
要
望
で
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
開
催
さ
れ
る
学
会
で
の

発
表
の
通
訳
ま
で
依
頼
さ
れ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
仕
事
だ
け
に
専
念
で
き
る
は
ず
も
な
く
、

日
常
業
務
の
処
理
に
も
追
わ
れ
、
ト
イ
レ
に
行
く
こ
と
さ
え
忘
れ
て
し
ま
う
く
ら
い
追
い
込
ま
れ
る

始
末
。
自
分
の
ペ
ー
ス
が
ま
っ
た
く
つ
か
め
ず
、
仕
事
の
途
中
で
何
か
ら
手
を
付
け
れ
ば
よ
い
の
か
、

何
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
さ
え
分
か
ら
ず
、
混
乱
し
頭
を
掻
き
む
し
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
と
き
に
必
要
な
の
が
、
落
ち
着
き
で
す
。
こ
こ
で
、「
正
念
」
と
い
う
言
葉
が
大
切
に

な
っ
て
く
る
の
で
す
。「
正
念
」
と
は
、
仏
教
に
お
け
る
「
苦
」（
物
事
に
満
足
で
き
な
い
心
か
ら
生

ま
れ
る
気
持
ち
）
を
停
止
さ
せ
る
た
め
の
八は
っ
し
ょ
う
ど
う

正
道
と
い
う
八
つ
の
方
法
の
中
の
一
つ
で
、「
正
し
い

心
構
え
」
を
持
つ
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
た
だ
心
を
落
ち
着
か
せ
る
の
で
は
な
く
、
物
事

を
冷
静
に
認
識
す
る
心
の
境
地
に
自
分
自
身
を
戻
す
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
心
が
穏
や
か
な
と
き
は
、
物
事
に
善
悪
を
つ
け
る
こ
と
な
く
、
目
に
映
る
現
象
を
あ

り
の
ま
ま
認
識
し
、
そ
れ
を
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
次
の
こ
と
を
想
像

し
て
み
て
下
さ
い
。
例
え
ば
、
秋
の
午
後
、
あ
な
た
は
心
穏
や
か
に
木
々
が
並
ぶ
公
園
を
散
歩
し
て

い
ま
す
。
木
々
は
紅
葉
で
彩
ら
れ
、
木
を
見
上
げ
る
と
木
漏
れ
陽
で
目
が
眩
し
く
、
美
し
さ
に
時
間
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を
忘
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。
す
る
と
、
一
本
の
木
か
ら
木
の
葉
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
落
ち
て
き
ま
す
。

そ
の
と
き
、
お
そ
ら
く
あ
な
た
は
「
き
れ
い
だ
な
」
と
い
う
気
持
ち
を
持
つ
と
い
う
よ
り
は
、「
木

の
葉
が
落
ち
た
」
と
い
う
現
象
を
た
だ
認
識
す
る
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
自
分
の
気
持
ち
や
感

情
に
囚
わ
れ
な
い
、
た
だ
現
象
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
す
る
状
態
こ
そ
「
正
念
」
で
す
。
こ
れ
は
人

が
元
来
持
っ
て
い
る
境
地
な
の
で
す
。

こ
の
「
正
念
」
を
仕
事
で
行
き
詰
ま
り
、
焦
っ
て
い
る
状
態
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
ま
し
ょ

う
。
ま
ず
、
亀
の
よ
う
に
顔
を
パ
ソ
コ
ン
や
机
に
向
け
て
突
き
出
し
て
い
る
姿
勢
か
ら
、
椅
子
を
少

し
後
ろ
に
引
い
て
、
ド
シ
ッ
と
椅
子
の
背
も
た
れ
に
身
を
任
せ
て
み
て
下
さ
い
。
そ
こ
で
深
呼
吸
。

ボ
ー
ッ
と
周
り
を
見
渡
し
み
て
下
さ
い
。
職
場
で
電
話
が
鳴
り
、
コ
ピ
ー
を
し
た
り
、
来
客
の
対
応

を
し
た
り
、
同
僚
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
を
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
自
分
に
意
識
を
戻
し
て

み
て
下
さ
い
。
す
る
と
、
自
分
が
椅
子
に
座
っ
て
い
て
、
自
分
と
い
う
人
間
に
仕
事
と
い
う
名
の
複

数
の
活
動
が
与
え
ら
れ
て
い
る
現
象
が
あ
り
、
そ
の
後
に
時
間
の
制
限
な
ど
の
諸
条
件
が
加
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
分
析
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
す
。

実
は
、
仕
事
で
行
き
詰
ま
り
焦
っ
て
い
る
状
態
と
い
う
の
は
、
一
度
に
複
数
の
仕
事
を
依
頼
さ

れ
、「
失
敗
せ
ず
に
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
」「
仕
事
が
増
え
て
し
ま
う
、
嫌
だ
！
」
と
い
う
よ
う
な
不

安
、
動
揺
、
嫌
悪
感
が
先
行
し
て
し
ま
い
、
た
だ
現
象
を
見
る
と
い
う
、
落
ち
着
き
が
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
落
ち
着
き
を
も
た
な
け
れ
ば
、
で
き
る
仕
事
も
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
い
、
そ
れ
が
混
乱
に
拍
車
を
か
け
て
し
ま
う
の
で
す
。
逆
に
こ
の
こ
と
を
自
覚
で
き
れ
ば
、
落

ち
着
い
て
、
ど
の
仕
事
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
か
、
優
先
順
位
な
ど
を
冷
静
に
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
結
果
的
に
は
自
分
の
ペ
ー
ス
で
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
す
。

そ
う
、「
自
分
の
ペ
ー
ス
で
仕
事
が
で
き
ず
前
に
進
ま
な
い
」
と
き
に
こ
そ
、「
正
念
」
の
状
態
が

大
切
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
し
か
し
、
実
際
は
「
正
念
」
と
い
う
「
正
し
い
心
構
え
」
に
戻
る

の
は
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
に
よ
っ
て
は
、
ス
ッ
と
戻
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
方
は
、
日
頃
か
ら
坐
禅
、
瞑め
い

想そ
う

、
勤ご
ん
ぎ
ょ
う行（
読ど
っ
き
ょ
う経）
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
境
地
に
自
身
の
心
を
落
ち
着
か
せ
る
訓
練
を
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
」
と
い
う
も
の
で
す
。
日
頃
か
ら
「
正
し
い
心
構

え
」
を
維
持
で
き
る
訓
練
を
し
て
い
れ
ば
、
職
場
で
の
あ
る
程
度
の
問
題
に
も
動
揺
す
る
こ
と
な
く

対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
難
し
い
こ
と
で
す
。
ま
ず
は
、
日
頃
か
ら
お
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら

で
も
、
自
分
の
穏
や
か
な
心
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
生
ま
れ
て
く
る
の
か
を
考
え
、
そ
し
て
そ
の
心

に
至
る
方
法
を
ご
自
身
で
探
し
て
み
て
下
さ
い
。
ど
ん
な
状
況
で
も
落
ち
着
き
が
大
事
で
す
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
そ
れ
が
問
題
解
決
の
第
一
歩
と
な
る
か
ら
で
す
。

ち
な
み
に
、
私
の
場
合
は
「
散
歩
」
で
す
。
散
歩
し
て
い
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
目
に
入
っ

て
き
て
、
気
持
ち
が
大
き
く
な
る
気
が
す
る
の
で
す
。
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この言葉は、茶人の千利休の弟子である山上宗二が言った
「一期に一度の会」、つまり「一生に一度しかない機会」とい
う茶道の心得として知られています。しかし、実はこの四文
字熟語は仏教に由来しており、「一期」は仏教用語で「生ま
れてから死ぬまで」を意味し、「一会」は「法要、法座など
の集まりや会合」を意味します。つまり、一生に一度かもし
れない大事な真実の教えを聞けるこの機会を、より大事にし
なさいという意味なのです。

一い

ち

期ご

一い

ち

会え

気
分
が
乗
ら
ず

仕
事
が
頑
張
れ
な
い
と
思
っ
て
し
ま
う

職
場
で
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
慣
れ
て
い
る
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
以
外
に
も
突
然
、
新
し
い
業
務

や
雑
務
が
飛
ん
で
き
て
し
ま
う
こ
と
、
よ
く
あ
り
ま
す
よ
ね
。
せ
っ
か
く
慣
れ
て
い
る
、
も
し
く
は

慣
れ
て
き
た
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
の
リ
ズ
ム
が
、
余
計
な
業
務
や
仕
事
の
せ
い
で
崩
れ
て
し
ま
う
の

は
、
誰
も
が
嫌
が
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
も
、
仕
事
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
飛
ん
で
き
た
業

務
や
雑
務
に
ど
う
に
か
向
き
合
お
う
と
す
る
姿
勢
は
、
本
当
に
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
実
際
そ
の
業
務
や
雑
務
の
内
容
が
、
自
分
が
手
を
付
け
た
く
な
い
、
苦
手
と
い
う
よ
う

な
内
容
だ
っ
た
場
合
は
、「
ど
う
し
て
私
が
？
」
と
い
う
想
い
で
心
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
気
分
も

乗
ら
ず
、
頑
張
っ
て
仕
事
を
す
る
気
に
も
な
れ
な
い
も
の
で
す
よ
ね
。

そ
ん
な
と
き
に
、
少
し
席
を
立
っ
て
、
お
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
で
も
片
手
に
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
て
、

心
に
思
い
浮
か
べ
て
頂
き
た
い
言
葉
が
「
一
期
一
会
」
で
す
。
こ
の
四
文
字
熟
語
は
、
き
っ
と
目
や

耳
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
言
葉
は
主
に
、「
一
生
に
一
度
の
人
と
の
出
会
い
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
間
違

い
で
は
な
い
の
で
す
が
、
実
は
仏
教
に
由
来
す
る
言
葉
で
、
も
う
少
し
深
い
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、「
一
生
に
一
度
し
か
な
い
、
真
実
を
知
る
こ
の
機
会
（
ご
縁
）、
時
間
を
大
事
に
し
な
さ

い
」
と
い
う
意
味
で
す
。
ブ
ッ
ダ
の
真
実
の
教
え
を
聞
き
、
ま
た
真
理
に
触
れ
る
機
会
や
ご
縁
に
巡

り
あ
う
こ
と
は
、
本
当
に
滅
多
に
な
い
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
が
最
後
か
も
し
れ
な
い
と

思
い
、
こ
の
機
会
や
ご
縁
を
真
剣
に
受
け
止
め
、
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
教
え
が
、

「
一
期
一
会
」
の
根
底
に
あ
る
の
で
す
。

で
は
、
こ
れ
を
先
ほ
ど
の
職
場
で
の
状
況
に
当
て
は
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
確
か
に
飛
ん
で
き
た
急

な
業
務
や
雑
務
に
対
し
て
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
上
が
り
難
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
は
そ
ん

な
仕
事
が
あ
な
た
に
と
っ
て
大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
新
し
い
業
務
や
雑
務
を
突
然
振
ら
れ
た
と
き
、
こ
の
よ
う
な
機
会
が
な
け
れ
ば
取
り
組

む
こ
と
も
な
か
っ
た
仕
事
が
で
き
る
、
有
難
い
チ
ャ
ン
ス
だ
と
捉
え
て
み
て
下
さ
い
。
実
際
、 

そ
の
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仕
事
を
し
て
み
る
と
、「
苦
手
だ
と
思
っ
て
い
た
仕
事
は
実
は
得
意
だ
っ
た
」「
意
外
と
や
っ
て
み
る

と
楽
し
い
仕
事
だ
っ
た
」「
お
か
げ
で
新
し
い
知
識
や
ス
キ
ル
が
増
え
た
」
な
ど
、
自
分
の
成
長
に

繋
が
り
ま
す
。
ど
ん
な
仕
事
で
あ
ろ
う
と
も
、
自
分
は
そ
れ
を
通
し
て
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き

る
、
そ
う
考
え
る
と
ワ
ク
ワ
ク
し
て
き
ま
せ
ん
か
？

私
た
ち
は
、
職
場
で
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
し
ま
す
。
そ
の
中
に
は
自
分
に
と
っ
て
都
合
が
い
い
も

の
も
、
悪
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
自
分
に
不
都
合
な
仕
事
を
す
べ
て
避
け
る
こ
と
は
、
現

実
的
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
す
。
不
都
合
な
仕
事
を
す
べ
て
受
け
止
め
ま
し
ょ
う
と
は
い
い
ま
せ

ん
が
、
逃
げ
て
ば
か
り
い
る
と
、
結
局
自
分
の
た
め
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
結
果
的
に
は
不

都
合
な
仕
事
か
ら
逃
げ
回
る
と
い
う
苦
し
み
に
悩
ま
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

人
は
普
段
か
ら
、
自
分
に
都
合
の
よ
い
こ
と
を
受
け
入
れ
、
不
都
合
な
こ
と
を
避
け
な
が
ら
生
活

す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
仕
事
に
も
い
え
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
仕
事
に
「
好
都
合
」

「
不
都
合
」
と
い
う
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。「
仕
事
」
に
、「
面
倒
臭
い
」「
雑
務
」「
嫌
だ
」
と
い

う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
い
る
の
は
私
た
ち
自
身
で
す
。
こ
の
よ
う
な
レ
ッ
テ
ル
は
、「
仕
事
」
自
体

に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
自
分
の
欲
を
中
心
と
し
た
物
差
し
で
測
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で

す
。
仕
事
そ
の
も
の
に
は
「
善
悪
」
の
意
志
な
ど
な
い
の
で
す
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
が
巡
り
あ
っ
た
仕
事
が
ど
ん
な
内
容
で
あ
れ
、
自
分
だ
け
に
特
別
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
え
ば
、
そ
の
仕
事
も
面
倒
臭
い
雑
務
と
は
思
わ
な

い
は
ず
で
す
。
む
し
ろ
、
あ
な
た
の
成
長
を
支
援
し
て
く
れ
る
有
難
い
「
肥
料
」
と
し
て
受
け
止
め

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
こ
れ
こ
そ
が
「
一
期
一
会
」
の
教
え
な
の
で
す
。

世
の
中
に
は
無
限
の
仕
事
が
あ
り
、
そ
の
中
の
一
つ
が
さ
ま
ざ
ま
な
過
程
（
不
思
議
な
ご
縁
）
を

経
て
自
分
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
届
け
る
た
め
に
辿
り
着
い
て
く
れ
た
の
で
す
。
そ
う
考
え
て
み
れ
ば
、

ど
ん
な
仕
事
も
大
事
に
し
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
よ
ね
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
で
も
気
分
が
乗
ら
ず
仕
事
を
頑
張
れ
な
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ

は
そ
れ
で
大
丈
夫
で
す
。
気
分
転
換
し
た
後
に
、
気
を
取
り
直
し
て
ま
た
仕
事
に
取
り
組
み
ま
し
ょ

う
。
な
ん
で
あ
れ
苦
労
は
つ
き
も
の
で
す
。
苦
労
な
く
し
て
は
、
そ
の
先
に
あ
る
成
長
や
成
功
に
は

辿
り
着
け
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
の
苦
労
を
さ
せ
て
も
ら
え
る
機
会
と
い
う
の
も
、
実
は
な
か
な
か
あ
る
も
の
で
は
な

い
の
で
す
。
こ
の
点
に
い
ま
一
度
立
ち
返
っ
て
、
仕
事
に
取
り
組
ん
で
み
て
下
さ
い
。
そ
の
姿
勢
は

と
て
も
素
敵
で
カ
ッ
コ
よ
く
、
い
っ
し
ょ
に
働
く
同
僚
や
上
司
に
感
動
を
与
え
て
い
く
は
ず
で
す
。

ど
ん
な
些
細
な
仕
事
に
も
、
あ
な
た
に
し
か
理
解
で
き
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
な
ん
な
の
か
、
知
ろ
う
、
受
け
取
ろ
う
と
い
う
姿
勢
で
仕
事
に
取
り
組
ん
で
み

て
下
さ
い
。
き
っ
と
、
そ
れ
が
あ
な
た
の
大
事
な
宝
物
に
な
る
は
ず
で
す
。
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この「和顔愛語」という言葉は、漢字の如く「和やかな優し
い顔（和顔）で優しい言葉（愛語）をかける」ことを意味し
ます。仏教には、お金や物などの財産を何も持っていなくて
も、他者にできる七つの布施があります。これを「無財の七
施」といいますが、「和顔愛語」はそれに由来する言葉。

和わ

顔げ

ん

愛あ

い

語ご

人
と
上
手
に

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
な
い

職
場
の
同
僚
や
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
の
仕
事
で
、
絶
対
必
要
不
可
欠
な
も
の
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
で
す
。
会
社
と
い
う
組
織
に
い
る
以
上
、
ど
ん
な
些
細
な
仕
事
で
も
、
目
に
は
見
え
な
く
て
も
、

何
か
し
ら
周
り
の
同
僚
や
上
司
と
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
新
入
社
員
研
修
な
ど
で
、「
ホ
ウ
レ
ン
ソ

ウ
」
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
耳
に
し
た
こ
と
、
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？　

こ
れ
は
、
野

菜
の
「
ほ
う
れ
ん
草
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
（
笑
）、
漢
字
を
当
て
は
め
る
と
「
報
連
相
」
と
な

り
、「
報
（
告
）」「
連
（
絡
）」「
相
（
談
）」
と
い
う
仕
事
上
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性

を
表
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
相
手
の
場
合
で
も
、
き
ち
ん
と
意
思
の
疎
通
が
図
れ
れ
ば
仕
事
が
円
滑

に
な
り
、
よ
い
結
果
に
繋
が
り
ま
す
。
や
は
り
、
こ
こ
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
重
要
な
も
の

と
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
苦
手
な
方
、
実
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

内
気
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
本
当
は
気
軽
に
話
し
か
け
て
仲
良
く
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
て
も
、

な
か
な
か
同
僚
に
心
を
開
け
な
い
こ
と
っ
て
あ
り
ま
す
よ
ね
。
ま
た
、
同
僚
や
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
中

に
は
、
ち
ょ
っ
と
怖
い
顔
の
方
や
と
っ
つ
き
に
く
そ
う
な
方
も
い
ら
し
て
、
ど
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
れ
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
ん
な
方
に
お
す
す
め
の
言
葉
が
「
和
顔
愛
語
」
で
す
。
こ
れ
は
、
他
者
に
対
し
て
「
和
や
か
で

優
し
い
顔
で
優
し
い
言
葉
を
か
け
る
」
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
仏
教
に
は
、
誰
も
が
で
き
る
七
つ
の

布ふ

施せ

行ぎ
ょ
うが
あ
り
ま
す
。
そ
の
七
つ
と
は
、「
眼げ
ん

施せ

（
優
し
い
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
）」「
和わ

顔げ
ん

悦え
つ

色じ
き

施せ

（
穏
や
か
な
表
情
を
す
る
こ
と
）」「
言ご
ん

辞じ

施せ

（
優
し
い
言
葉
を
か
け
る
こ
と
）」「
身し
ん

施せ

（
身
体
を

使
っ
て
何
か
を
し
て
あ
げ
る
こ
と
）」「
心し
ん

施せ

（
優
し
い
心
遣
い
を
す
る
こ
と
）」「
床
し
ょ
う

座ざ

施せ

（
休
息
の

場
所
を
他
人
に
与
え
る
こ
と
）」「
房ぼ
う

舎し
ゃ

施せ

（
宿
を
与
え
る
こ
と
）」
を
指
し
、
こ
れ
ら
は
「
無む

財ざ
い

の

七し
ち

施せ

」
と
呼
ば
れ
ま
す
。「
和
顔
愛
語
」
は
、
こ
の
中
の
「
和
顔
悦
色
施
」
と
「
言
辞
施
」
に
当
た

る
布
施
行
で
す
。
こ
れ
を
実
際
に
仕
事
現
場
で
実
践
し
て
み
る
と
、
無
理
な
く
自
然
と
コ
ミ
ュ
ニ
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ケ
ー
シ
ョ
ン
が
上
手
に
な
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。

で
は
、
実
際
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
が
、
次
の
こ
と
を
試
し
て
み
て
下

さ
い
。
ま
ず
、
か
わ
い
い
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
き
か
か
え
、
そ
の
赤
ち
ゃ
ん
の
顔
を
見
つ
め
て
い
る
自
分

を
想
像
し
て
み
て
下
さ
い
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
な
表
情
で
赤
ち
ゃ
ん
を
見
つ

め
て
い
ま
す
か
？　

き
っ
と
表
情
に
は
緊
張
も
な
く
本
当
に
優
し
い
眼
差
し
で
赤
ち
ゃ
ん
を
見
つ
め

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
に
そ
の
表
情
こ
そ
「
和
顔
」
な
の
で
す
。

最
初
は
、
相
手
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
意
識
せ
ず
、
優
し
い

表
情
を
あ
な
た
の
顔
に
作
っ
て
下
さ
い
。
仕
事
を
は
じ
め
る
前
や
休
憩
時
間
に
職
場
の
机
に
座
り
、

赤
ち
ゃ
ん
を
想
像
し
た
り
、
か
わ
い
い
動
物
の
写
真
な
ど
を
見
た
り
す
る
と
効
果
的
で
し
ょ
う
。

こ
れ
だ
け
で
、
あ
な
た
自
身
の
気
持
ち
も
柔
ら
か
く
な
り
、
表
情
も
優
し
く
な
る
は
ず
で
す
。
す

る
と
、
そ
れ
が
相
手
に
自
然
と
伝
わ
り
、
相
手
の
表
情
に
も
変
化
が
現
れ
て
き
ま
す
。
あ
な
た
の
優

し
い
表
情
が
相
手
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
、
安
心
感
を
与
え
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
相
手
の
表
情
か
ら

も
緊
張
感
が
抜
け
て
い
く
の
で
す
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ち
ょ
っ
と
怖
い
顔
を
し
て
い
た
り
、
と
っ
つ
き
に
く
そ
う
な
雰
囲

気
の
相
手
の
方
も
、
実
は
あ
な
た
と
同
じ
よ
う
に
内
気
で
、
ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
れ
ば
い
い
の
か
困
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
相
手
も
緊
張
し
て
い
る

の
で
す
。「
和
顔
」
は
、
あ
な
た
自
身
の
緊
張
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
の
緊
張
も
和
ら
げ
る
一
番
の

方
法
な
の
で
す
。

相
手
の
顔
が
和
ら
げ
ば
、
お
話
も
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
相
手
を
思
い
や
る
優
し
い

言
葉
を
か
け
て
あ
げ
て
下
さ
い
。
そ
し
て
、
大
事
な
の
は
一
方
的
に
話
を
す
る
の
で
は
な
く
、
相
手

の
話
も
聞
い
て
あ
げ
る
こ
と
を
心
が
け
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
「
愛
語
」
で
す
。
こ
れ
が
き
っ
か
け

に
な
っ
て
よ
り
よ
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る
は
ず
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
必
要
以
上
に
仲

良
く
な
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
っ
し
ょ
に
仕
事
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
仲
が
い
い
に
越
し
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
最
も
重
要
な
の
は
、
あ
な
た
自
身
か
ら
心
を
開
く
こ
と
で
す
。
心
を
開
く
と
い
っ
て
も
、

そ
ん
な
に
難
し
い
こ
と
を
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
、
優
し
い
顔
で
仕
事
に
取
り
組
ん

で
み
て
下
さ
い
。
そ
れ
だ
け
で
い
い
の
で
す
。

こ
れ
も
あ
な
た
自
身
の
心
を
開
く
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
れ
ば
、
あ
な
た
の
優

し
く
穏
や
か
な
姿
勢
に
魅
力
を
感
じ
、
そ
れ
が
周
り
の
方
々
に
広
ま
り
、
結
果
的
に
相
手
か
ら
心
を

開
い
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
和
顔
愛
語
」、
ぜ
ひ
実
践
し
て
み
て
下
さ
い
。
き
っ
と
職
場
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
助

け
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
あ
な
た
を
、
さ
ら
に
素
敵
に
し
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。
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自じ

業ご

う

自じ

得と

く

この「自業自得」という言葉は、自らが行った行為の結果、
自分自身がその報いを受けることを意味します。日常生活で
もよく口にする言葉ですが、その場合は悪い意味で使用さ
れることが多いように思われます。しかし、実際は善い行い
をすれば、よい結果があり、悪い行為をすれば、悪い結果
があるということを意味し、仏教思想の根幹を成す因果の
道理を表しています。

04

仕
事
上
の
人
間
関
係
に

馴
染
め
な
い
と
感
じ
て
し
ま
う

職
場
で
の
仕
事
上
の
人
間
関
係
は
本
当
に
複
雑
で
す
よ
ね
。
日
本
の
社
会
も
、
実
力
主
義
が
増
え

て
き
た
と
は
い
え
、
い
ま
だ
年
功
序
列
重
視
の
縦
社
会
の
人
間
関
係
が
多
い
の
が
現
実
で
す
。
あ
く

ま
で
も
仕
事
上
だ
と
割
り
切
っ
て
い
て
も
、
本
当
に
実
力
の
あ
る
方
は
、「
こ
れ
だ
け
成
果
を
だ
し

て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
歳
上
と
い
う
だ
け
で
あ
の
先
輩
の
方
が
給
料
が
高
い
の
だ
ろ
う
」
な
ど
と

い
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
不
平
不
満
が
募
る
こ
と
も
多
い
で
し
ょ
う
。

逆
に
実
力
重
視
の
職
場
環
境
で
は
、
歳
下
の
上
司
、
歳
上
の
部
下
と
い
う
、
分
か
っ
て
は
い
る
け

れ
ど
な
か
な
か
受
け
入
れ
難
い
複
雑
な
環
境
に
、
つ
い
つ
い
「
歳
下
の
く
せ
に
」「
扱
い
づ
ら
い
」

と
い
う
思
い
や
、
悪
態
に
苦
し
む
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
現
実
を
前
に
、
つ
い
た
め
息
と
と
も
に
呟
い
て
し
ま
う
の
が
、「
仕
事
上
の
人
間
関
係
に

馴
染
め
な
い
」
と
い
う
ひ
と
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
腐
ら
ず
、

こ
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
て
み
て
下
さ
い
。
そ
れ
は
、「
自
業
自
得
」
で
す
。

「
え
？
」「
は
あ
？
」
と
怒
っ
て
し
ま
う
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
方
々
は
、「
自
業

自
得
」
を
「
結
局
は
自
分
が
悪
い
、
自
分
の
せ
い
」
と
い
う
否
定
的
な
意
味
と
し
て
捉
え
が
ち
で
す
。

し
か
し
、
実
は
「
自
業
自
得
」
は
自
身
や
他
者
を
責
め
た
り
、
批
難
す
る
た
め
の
言
葉
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

実
際
は
、「
善
い
行
い
を
す
れ
ば
よ
い
結
果
が
あ
り
、
悪
い
行
為
を
す
れ
ば
悪
い
結
果
が
あ
る
」

と
い
う
仏
教
思
想
の
根
幹
で
も
あ
る
因い
ん

果が

の
道
理
を
説
い
て
い
る
の
で
す
。「
自
業
」
の
「
業
」
は
、

「
行
い
・
振
る
舞
い
」
を
意
味
し
、「
自
ら
の
行
い
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
責
任
や
結
果
を
自
ら
得

る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
は
、「
自
業
自
得
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ

や
そ
の
先
入
観
を
一
度
忘
れ
て
下
さ
い
。

仏
教
用
語
と
し
て
の
「
自
業
自
得
」
を
レ
ン
ズ
と
し
て
、
私
た
ち
が
直
面
す
る
現
実
を
見
て
み
る

と
、
自
分
の
行
為
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
「
現
象
」
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
を
「
仕
事
上
の
人
間
関
係
に
馴
染
め
な
い
と
感
じ
る
」
状
況
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。
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も
ち
ろ
ん
、
職
場
の
環
境
す
べ
て
が
あ
な
た
の
行
為
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
会
社
の
方
針
や
上
司
、
同
僚
、
部
下
と
の
関
係
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
て
し
ま
っ
た

気
ま
ず
い
雰
囲
気
や
環
境
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
自
分
の
置
か
れ
た
「
馴
染
め
な
い
と
感
じ

る
」
心
境
や
状
況
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
あ
な
た
自
身
の
行
為
が
作
り
だ
し
た
「
現
象
」
だ
と
も
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
？

少
し
あ
な
た
自
身
を
振
り
返
っ
て
み
て
頂
き
た
い
の
で
す
が
、「
馴
染
め
な
い
」「
嫌
だ
」
と
い
う

思
い
で
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？　

こ
れ
ら
の
思
い
は
、
あ
な
た
の
職
場
で
の
振
る
舞
い
や
姿

勢
に
反
映
さ
れ
、
結
局
ま
た
「
馴
染
め
な
い
」
環
境
を
作
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
思
い

を
引
き
ず
っ
た
ま
ま
だ
と
、「
馴
染
め
な
い
」
状
況
が
変
化
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
悪

化
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
思
い
の
行
為
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
結
果
を
も
た
ら
し
ま
す
。
し
か
し
、
逆
に
言
う

と
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
思
い
の
行
為
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
す
か
ら
、
ま
ず
は
あ

な
た
自
身
の
気
持
ち
か
ら
変
化
さ
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
積
み
重
ね
が
あ
な
た
の
心
境
や
状
況
を

変
化
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
こ
れ
が
「
自
業
自
得
」
で
す
。

具
体
的
に
い
う
と
、
ま
ず
「
馴
染
め
な
い
」「
嫌
だ
」
と
い
う
思
い
の
原
因
を
他
者
や
自
分
の
外

側
ば
か
り
に
見
る
の
で
は
な
く
、
内
側
の
自
分
自
身
に
見
出
す
こ
と
で
す
。
も
っ
と
簡
単
に
言
う
と
、

「
他
人
の
せ
い
に
し
な
い
」
こ
と
で
す
。
お
そ
ら
く
、
職
場
で
「
馴
染
め
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
の

は
、
あ
な
た
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
皆
そ
れ
ぞ
れ
複
雑
な
思
い
を
持
っ
て
仕
事
を
し
て
い
ま

す
。
た
い
て
い
、
こ
う
い
っ
た
思
い
は
愚ぐ

痴ち

や
毒
を
吐
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
飲
み
会
の
場
や
よ
ほ

ど
親
し
い
人
に
し
か
話
さ
な
い
の
で
察
し
辛
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
に

か
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
て
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
す
。

実
際
、
組
織
の
中
で
自
分
の
思
う
通
り
に
要
望
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
周

り
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
、
自
分
の
要
望
を
見
直
し
て
い
く
姿
勢
こ
そ
、
素
敵
な
大
人
の
姿
勢
で

す
。
つ
ま
り
、
自
分
の
外
側
に
変
化
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
自
分
と
い
う
内
側
に
変
化
を
求
め
る

の
で
す
。
ま
た
、「
馴
染
め
な
い
」
と
思
う
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？　

そ
れ
は
、
他
人
の
せ
い
で

は
な
く
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
あ
な
た
自
身
の
馴
染
も
う
と
す
る
努
力
が
欠
け
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
気
持
ち
の
変
化
の
第
一
歩
と
し
て
、「
馴
染
ん
で
み
よ
う
」
と
い
う
思
い
を
少
し
だ
け
で

も
持
っ
て
み
て
下
さ
い
。
す
る
と
、
そ
の
分
だ
け
あ
な
た
の
行
為
に
反
映
さ
れ
、
そ
の
分
だ
け
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
結
果
が
戻
っ
て
き
ま
す
。

あ
な
た
が
直
面
す
る
職
場
で
の
現
実
は
、
あ
な
た
の
気
持
ち
と
行
為
し
だ
い
で
、
よ
い
も
の
に
も

悪
い
も
の
に
も
な
り
ま
す
。
ど
ん
な
現
実
も
「
自
業
自
得
」
な
の
で
す
。
そ
う
、
次
の
一
歩
を
ど
の

よ
う
に
踏
み
出
す
か
で
、
こ
れ
か
ら
の
あ
な
た
の
未
来
が
変
化
す
る
の
で
す
。
環
境
に
馴
染
み
、
一

段
と
素
敵
に
な
っ
た
あ
な
た
が
一
生
懸
命
働
か
れ
る
姿
を
願
っ
て
い
ま
す
。
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05

自じ

由ゆ

う

一般的には、何も束縛や強制がなく思うままであることを意
味し、日常生活でもよく使用する言葉です。しかし、これは
仏教では「自に由る」と読みます。「由る」とは、「もとづく」
という意味で、仏教では「自由」を「他者ではなく、自分自
身をよりどころとすること」と解釈します。通常の「自由」と
は意味を異にします。

仕
事
な
の
に

必
要
以
上
の
人
間
関
係
が
苦
し
い

職
場
で
、
仕
事
に
も
か
か
わ
ら
ず
仕
事
以
外
の
人
間
関
係
に
悩
む
こ
と
は
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
？　

私
は
本
書
の
出
版
社
ア
ル
フ
ァ
ポ
リ
ス
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
行
っ
て
い
る
「
ビ
ジ

ネ
ス
駆
け
込
み
寺
」
や
自じ

坊ぼ
う

な
ど
で
働
く
方
々
の
お
悩
み
相
談
を
受
け
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
相

談
の
六
割
以
上
が
職
場
で
の
人
間
関
係
の
問
題
で
す
。

例
え
ば
、
同
僚
と
の
関
係
が
う
ま
く
い
か
ず
、
仕
事
が
円
滑
に
運
ば
な
い
。
純
粋
に
職
場
で
た
だ

仕
事
を
し
た
い
だ
け
な
の
に
、
人
の
好
き
嫌
い
の
問
題
で
、
仕
事
の
邪
魔
や
い
じ
わ
る
を
さ
れ
る
。

最
悪
の
場
合
は
、
い
じ
め
を
受
け
て
い
る
と
い
う
相
談
も
あ
り
ま
す
。
一
度
は
「
同
僚
が
感
情
を
持

た
ず
、
何
も
し
ゃ
べ
ら
な
い
ロ
ボ
ッ
ト
だ
っ
た
ら
い
い
の
に
」
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？　

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
楽
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
現
実
は
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
職
場
で
い
っ
し
ょ
に
働
く
の
は
人
間
で
す
。
世

の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
家
庭
環
境
で
育
ち
、
異
な
る
価
値
観
が
構
築

さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
自
分
自
身
と
他
者
の
性
格
や
考
え
方
が
合
う
は
ず
が
な
い
の

で
す
。
よ
っ
て
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
と
気
を
遣
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る

人
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
思
い
ま
す
。

人
と
人
が
い
っ
し
ょ
に
仕
事
を
す
る
以
上
、
最
低
限
の
気
遣
い
は
必
要
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

優
し
さ
か
ら
か
、
周
り
に
気
を
遣
い
過
ぎ
て
、
結
局
は
周
り
の
同
僚
に
振
り
回
さ
れ
、
精
神
的
に
疲

れ
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
方
も
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

帰
宅
し
て
も
職
場
で
の
嫌
な
思
い
を
引
き
ず
り
気
分
は
ダ
ウ
ン
、
そ
し
て
明
日
の
出
勤
の
こ
と
を

考
え
る
と
ス
ト
レ
ス
で
お
腹
が
痛
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
方
も
い
る
よ
う
で
す
。
そ
ん
な
方
に
改

め
て
考
え
て
ほ
し
い
の
が
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
で
す
。

こ
こ
で
の
「
自
由
」
は
、
何
も
気
に
せ
ず
、
好
き
な
こ
と
を
す
る
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

実
は
こ
れ
は
仏
教
用
語
な
の
で
す
。
仏
教
用
語
と
し
て
の
「
自
由
」
は
、
普
段
使
う
意
味
と
は
ま
っ

た
く
異
な
り
ま
す
。「
自
お
の
ず
か
らに

由よ

る
」
と
読
み
、「
他
者
で
は
な
く
、
自
分
自
身
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
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こ
と
」
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
前
に
、
こ

れ
か
ら
何
を
指
針
に
し
て
生
き
て
い
く
か
悲
し
み
困
惑
す
る
弟
子
た
ち
に
向
け
て
送
っ
た
言
葉
に

関
係
し
ま
す
。
そ
れ
は
「
自じ

灯と
う

明み
ょ
う」「
法ほ
う

灯と
う

明み
ょ
う」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
「
自
由
」
と
同
じ
く
、

「
他
者
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
の
で
は
な
く
自
分
自
身
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
他
の
も
の
で
は
な
く

法
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
な
さ
い
」
と
い
う
ブ
ッ
ダ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
す
。

「
自
分
自
身
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
」
と
は
、「
自
分
自
身
を
頼
り
と
す
る
こ
と
」
で
す
。
つ
ま
り
、

多
少
周
り
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
ブ
レ
な
い
自
分
の
考
え
を
持
つ
こ
と
で
す
。
こ
れ
を

仏
教
で
は
「
自
由
」
と
い
う
の
で
す
。

職
場
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
も
あ
り
悩
む
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
も
職
場
は

職
場
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
職
場
で
よ
い
人
間
関
係
が
あ
る
に
こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ

に
気
を
取
ら
れ
、
肝
心
の
仕
事
に
集
中
で
き
な
か
っ
た
り
、
家
庭
の
生
活
リ
ズ
ム
ま
で
崩
さ
れ
て
し

ま
っ
て
は
本
末
転
倒
で
す
。
職
場
の
人
間
関
係
で
悩
ま
れ
て
い
る
方
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
て
下

さ
い
。

職
場
は
仕
事
を
す
る
場
所
で
あ
り
、「
挨
拶
」「
ち
ょ
っ
と
し
た
気
配
り
」
と
い
う
最
低
限
必
要
な

人
間
関
係
さ
え
築
け
ば
、
そ
れ
以
上
は
特
に
必
要
は
な
い
の
で
す
。
ま
し
て
や
、
無
理
に
職
場
で
友

達
を
作
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
大
事
な
の
は
、
自
分
の
す
べ
き
こ
と
を
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

何
が
あ
っ
て
も
、
最
終
的
に
は
あ
な
た
が
大
切
に
す
る
自
分
ら
し
さ
、
自
分
の
生
活
と
い
う
主
軸
に

戻
れ
る
と
い
う
「
気
持
ち
に
余
裕
を
持
つ
」
こ
と
で
す
。
職
場
は
あ
な
た
の
生
活
を
支
え
る
一
部
で

あ
り
、
す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
職
場
の
人
間
関
係
に
執
着
し
な
い
よ
う
に
し
て
み
て
下
さ
い
。

あ
な
た
の
こ
の
姿
勢
に
対
し
て
、
何
か
言
っ
て
く
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
、

何
か
言
っ
て
く
る
よ
う
な
人
が
い
れ
ば
、
放
っ
て
お
い
て
大
丈
夫
で
す
。
あ
な
た
は
職
場
で
求
め
ら

れ
る
必
要
最
低
限
の
人
間
関
係
と
気
遣
い
、
そ
し
て
職
場
で
最
も
大
事
な
仕
事
に
集
中
し
て
い
る
の

で
す
か
ら
、
何
も
文
句
を
言
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
堂
々
と
し
て
い
て
い
い
の
で
す
。

何
か
言
い
た
い
人
に
は
言
わ
せ
て
お
け
ば
よ
い
の
で
す
。
世
の
中
に
は
意
地
悪
な
人
も
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
方
は
気
が
付
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
周
り
か
ら
は
そ
れ
な
り
の
評
価
し
か
受

け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
本
人
は
気
が
付
か
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
意
地
悪
な
気
持
ち
は

自
身
の
振
る
舞
い
、
言
動
、
表
情
に
自
然
と
出
て
い
ま
す
。
い
つ
か
、
自
分
の
恥
ず
か
し
さ
や
醜み
に
くさ

に
気
が
付
か
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

あ
な
た
は
あ
な
た
ら
し
く
、「
気
持
ち
に
余
裕
を
持
っ
て
」
職
場
で
過
ご
し
て
下
さ
い
。
真
面
目

に
コ
ツ
コ
ツ
仕
事
す
る
姿
勢
を
必
ず
見
て
く
れ
て
い
る
人
は
い
ま
す
。「
自
由
」
に
羽
ば
た
き
ま

し
ょ
う
! !
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「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」という一節を一
度は聞いたことがあるのではないでしょうか？　これは『平
家物語』の冒頭部分ですが、なんとなく寂しい雰囲気の意
味として理解してしまいがちです。しかし、この「諸行無
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と読み、私たちの感情とは関係なく、「ものごとは常に移り
変わる」という真理を説いています。

諸し

ょ

行ぎ

ょ

う

無む

常じ

ょ

う

06

仕
事
で

と
て
も
嫌
な
思
い
を
し
て
し
ま
っ
た

普
段
、
職
場
で
仕
事
を
し
て
い
て
嫌
な
思
い
を
す
る
こ
と
は
、
多
々
あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

仕
事
で
ミ
ス
を
し
て
職
場
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
っ
た
。
上
司
に
怒
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
同
僚
と
揉も

め
て
し
ま
っ
た
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
怒
ら
せ
て
し
ま
っ
た
。
せ
っ
か
く
頑
張
っ
て
企
画
し
て
プ
レ
ゼ

ン
に
望
ん
だ
け
れ
ど
も
、
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
些
細
な
こ
と
か
ら
大
き
な
こ
と
ま
で
、
例

を
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

皆
さ
ん
は
そ
の
よ
う
な
思
い
を
何
度
も
経
験
し
、
そ
の
度
に
落
ち
込
み
、
と
き
に
は
泣
い
た
り
、

や
け
食
い
、
や
け
酒
を
し
な
が
ら
気
持
ち
を
整
理
し
、
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
立
ち
直
っ
て
き
た
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
あ
な
た
の
姿
勢
は
本
当
に
立
派
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
も
し
ま
た
嫌

な
思
い
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
、
も
し
く
は
今
ま
さ
に
嫌
な
思
い
を
し
て
い
る
方
に
お
伝
え
し

た
い
の
が
「
諸
行
無
常
」
と
い
う
言
葉
で
す
。

た
い
て
い
、
日
本
人
が
こ
の
言
葉
を
聞
く
と
、
す
ぐ
に
連
想
す
る
の
が
「
祇ぎ
お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

園
精
舎
の
鐘
の
声
」

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
し
ょ
う
。
一
度
は
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
」
と
い
う

一
文
を
目
や
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
す
。

こ
れ
は
鎌
倉
時
代
に
軍
記
物
語
と
し
て
作
ら
れ
た
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
部
分
で
、
学
校
の
国
語

や
古
典
の
授
業
で
習
っ
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
す
。
こ
れ
は
、「
祇
園
精
舎
と
い
う
ブ
ッ
ダ
に
寄
進

さ
れ
た
舎い
え

（
住
ま
い
）
に
あ
る
鐘
の
音
に
は
、
物
事
が
移
り
変
わ
り
、
同
じ
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
る
こ

と
は
な
い
と
い
う
響
き
が
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。『
平
家
物
語
』
の
内
容
が
、
主
に
平
家
と
い

う
一
門
の
興
亡
を
物
語
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、「
諸
行
無
常
」
と
い
う
言
葉
も
悲
し
い
感
覚
に
捉

え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
、
一
旦
そ
の
先
入
観
を
忘
れ
て
下
さ
い
。「
諸
行
無
常
」
と
い
う
言
葉
は
、
仏
教
思
想
の

大
切
な
要
素
の
一
つ
で
、「
諸
々
の
行ぎ
ょ
う（

現
象
・
も
の
ご
と
）
は
常
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。
意
味
自
体
は
、『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
部
分
と
ま
っ
た
く
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
異
な
る

の
は
私
た
ち
が
言
葉
に
持
つ
感
情
の
部
分
で
す
。
つ
ま
り
、「
諸
行
無
常
」
＝
「
悲
し
い
」
と
い
う
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先
入
観
を
捨
て
る
た
め
に
も
、「
諸
々
の
行
（
現
象
・
も
の
ご
と
）
は
、
よ
く
も
悪
く
も
常
で
は
な

い
」
と
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
物
事
は
私
た
ち
の
感
情
に
関
係
な
く
、

淡
々
と
変
化
し
移
り
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
真
実
を
説
い
て
い
る
の
で
す
。
先
入
観
を
ぬ
ぐ
い
取
る

た
め
に
は
、
英
語
で
考
え
て
み
る
と
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
諸
行
無
常
」
は
英
語
だ
と
「Everything is changing.

」（
す
べ
て
の
も
の
ご
と
は
、
移
り
変

わ
っ
て
い
る
）
と
表
現
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
そ
の
移
り
変
わ
る
「
す
べ

て
」
の
中
に
、「
自
分
自
身
」
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
気
持
ち
、
細
胞
、
自

分
自
身
を
含
め
て
す
べ
て
が
変
化
し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、「Everything is changing.

」

は
「Everything 

（including m
yself

） is 

（constantly

） changing.

」（「
私
自
身
を
含
め
て
」

す
べ
て
の
も
の
は
「
常
に
」
移
り
変
わ
っ
て
い
る
） 

と
表
現
を
進
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
こ
で
、
職
場
で
の
話
に
合
わ
せ
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
あ
な
た
に
嫌
な
思
い
を
さ
せ

て
し
ま
っ
た
、
も
し
く
は
、
嫌
な
思
い
を
さ
せ
て
し
ま
う
状
況
や
環
境
も
、
結
局
は
「
一
時
的
」
な

も
の
だ
と
考
え
て
下
さ
い
。
仕
事
の
ミ
ス
の
後
悔
、
同
僚
や
上
司
と
の
不
穏
な
空
気
、
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
の
怒
り
な
ど
、
た
と
え
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
時
間
の
経
過
と
共
に
変
化
し
消
滅
し
て
い

き
ま
す
。
こ
れ
が
「Everything is changing.

」
の
意
味
で
す
。

そ
し
て
、
あ
な
た
の
感
じ
た
、
も
し
く
は
感
じ
る
嫌
な
思
い
自
体
も
、
事
実
と
し
て
の
記
憶

は
残
っ
て
も
、
気
持
ち
は
少
し
ず
つ
変
化
し
、
や
が
て
は
消
え
去
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
が

「Everything （including m
yself

） is （constantly

） changing.

」
の
意
味
で
す
。
こ
れ
は
、
も

う
皆
さ
ん
が
過
去
に
何
度
も
経
験
済
み
の
体
験
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

し
か
し
、
こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
改
め
て
こ
の
「
諸
行
無
常
」
と
い
う
事
実
を
自
覚
す
る
こ
と
で

す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
次
に
あ
な
た
が
嫌
な
思
い
を
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
嫌
な
思
い

の
ど
つ
ぼ
に
は
ま
る
こ
と
は
少
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
今
ま
さ
に
嫌
な
思
い
で
苦
し
ま
れ
て
い
る
方
は
、
そ
の
思
い
は
や
が
て
消
え
て
い
く
も
の

だ
と
、
気
を
楽
に
し
て
下
さ
い
。
落
ち
込
ん
で
も
前
を
向
き
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
の
気
持
ち
も
置
か

れ
て
い
る
状
況
も
、
も
う
し
ば
ら
く
す
れ
ば
変
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

し
か
し
、
私
た
ち
人
間
は
お
も
し
ろ
い
も
の
で
、
嫌
な
思
い
を
し
て
い
る
と
き
に
し
か
、
感
じ
る

こ
と
や
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
ど
う
し
て
こ
ん
な
状
況
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
？
」「
何
が
原
因
な
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
反
省
や
後
悔
で
す
。

こ
れ
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
、
あ
な
た
自
身
や
周
囲
を
静
か
に
振
り
返
る
大
切
な
時
間
に
も
な
り
ま

す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
「
嫌
な
思
い
」
の
時
間
も
大
事
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
落
ち

込
ん
で
も
前
を
向
く
方
法
で
あ
り
、
よ
い
方
向
へ
と
も
の
ご
と
が
移
り
変
わ
っ
て
い
く
、
大
切
な

き
っ
か
け
に
も
な
る
も
の
な
の
で
す
。
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