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一

　柳
の
工
人
観
│
再
検
討
の
必
要
性

１
　
議
論
の
原
点
│
柳
宗
悦
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス

　現
在
で
は
馴
染
み
深
い
「
民
藝
）
1
（

」
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
二
五
年
、
思

想
家
・
宗
教
哲
学
者
の
柳
宗
悦
（
一
八
八
九
│
一
九
六
一
年
）
が
、
無
名

の
工
人
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
民
衆
の
日
用
品
を
指
し
、「
民
衆
的
工

藝
」
と
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
柳
は
、
そ
れ
ま
で
美
的
対
象
と
し
て
は

ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
そ
れ
ら
の
品
々
に
至
高
の
美
が

宿
る
こ
と
を
見
出
し
、
そ
の
理
を
説
く
「
民
藝
美
論
」
を
打
ち
立
て
、
さ

ら
に
実
践
活
動
で
あ
る
民
藝
運
動
を
指
導
し
た
。

　一
方
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
（W

illiam
 M
orris, 1834

│1896

）
は
、

十
九
世
紀
後
半
に
イ
ギ
リ
ス
で
起
こ
っ
た
手
工
芸
復
興
運
動
で
あ
る
ア
ー

ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
の
主
導
者
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る

が
、
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
の
影
響
は
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ

ォ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
工
芸
の
広
い
分
野
に
及
び
、
モ
リ
ス
は
「
モ

ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
先
駆
者
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　民
藝
運
動
と
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
は
、
い
ず
れ
も
近
代

化
の
中
で
起
こ
っ
た
工
芸
の
復
興
運
動
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
お

り
、
こ
れ
ま
で
に
度
々
比
較
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
柳
と
モ
リ
ス
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
柳
に
よ
る
モ
リ
ス
の
受
容
の
あ
り
方
に
焦
点
を
当
て

る
、
受
容
史
的
観
点
か
ら
の
研
究
は
な
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
両
者
の
思

想
を
対
等
に
比
較
し
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
理
解
す
る
、
比
較
思
想
的
観
点

か
ら
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
今
後
両
者
の

関
係
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
両
者
の
思
想
の
異
同
を
詳
細

に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

２
　
柳
に
対
す
る
肯
定
的
な
評
価
│
壽
岳
文
章
、
阿
満
利
麿

　柳
と
モ
リ
ス
を
比
較
し
た
最
初
の
論
考
は
、
一
九
三
四
年
に
英
文
学
者

の
壽
岳
文
章
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
二
つ
の
工
藝
論

│
モ
リ
ス
と
柳
宗

〈
研
究
論
文
５
〉

島

　貫

　
　
　悟

　

　柳
宗
悦
の
民
藝
論
に
お
け
る
工
人
観
と
仏
教
思
想

│
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
と
の
比
較
に
向
け
て

│
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現
で
あ
る）

7
（

」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
、
も
し
そ
の
よ
う
に
芸
術
を
捉
え
る

な
ら
ば
、「
労
働
に
よ
ろ
こ
び
の
見
い
だ
さ
れ
な
い
現
代
の
よ
う
な
資
本

主
義
金
権
下
に
芸
術
は
存
在
し
え
な
く
な
る）

8
（

」
と
述
べ
、
こ
れ
を
乗
り
越

え
る
も
の
と
し
て
次
の
柳
の
言
葉
を
引
用
す
る
。

　時
と
し
て
其
仕
事
は
、
好
ま
な
い
も
の
で
さ
へ
あ
つ
た
で
あ
ら

う
。
止
め
た
い
と
思
ひ
乍
ら
も
手
を
下
し
た
で
あ
ら
う
。〔
中
略
〕

　だ
が
其
作
に
は
美
し
さ
が
あ
る
。
彼
ら
は
識
ら
ず
と
も
、
驚
く
べ

き
美
し
さ
が
あ
る
。
凡
て
の
作
は
救
は
れ
て
ゐ
る
。
作
る
者
は
此
世

の
凡
夫
で
あ
ら
う
と
も
、
作
る
器
に
於
て
は
既
に
彼
岸
の
世
に
活
き

る
。
自
ら
で
は
識
ら
ず
と
も
、
凡
て
が
美
の
浄
土
に
受
け
と
ら
れ
て

ゐ
る
。
凡
夫
の
身
に
さ
へ
も
、
よ
き
作
が
許
さ
れ
る
と
は
何
た
る
摂

理
で
あ
ら
う
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
悉
く
浄
土
の
作
で
あ
る
と
は
、
何

た
る
恩
寵
で
あ
ら
う）

9
（

。

　柳
は
、
無
名
の
職
人
の
作
に
美
し
さ
が
宿
る
と
い
う
民
藝
の
思
想
と
、

凡
夫
に
も
救
い
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
説
く
浄
土
教
の
思
想
を
重
ね
合
わ

せ
、
工
芸
の
美
を
生
み
出
す
の
は
限
ら
れ
た
天
才
で
は
な
く
、
民
衆
た
ち

な
の
だ
と
語
る
。
壽
岳
は
こ
こ
に
表
れ
た
民
藝
思
想
の
宗
教
性
を
肯
定
的

に
評
価
し
、
柳
の
民
藝
論
は
「
モ
リ
ス
の
工
芸
論
と
も
っ
と
も
ち
か
い
血

縁
を
し
め
し
な
が
ら
、
し
か
も
、
モ
リ
ス
の
誤
謬
を
、
か
ず
多
く
指
摘
し

是
正
し
、
モ
リ
ス
よ
り
も
さ
ら
に
深
い
境
地
に
達
し
て
い
る）
10
（

」
と
語
り
、

柳
と
モ
リ
ス
の
工
芸
論
の
最
大
の
相
異
は
そ
の
宗
教
性
の
有
無
で
あ
る
と

い
う
認
識
を
示
し
た
。

　ま
た
、
阿
満
利
麿
も
『
柳
宗
悦

│
美
の
菩
薩
』（
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、

悦
）
2
（

」
で
あ
る
。
こ
の
論
考
で
壽
岳
は
両
者
の
類
似
点
と
相
違
点
を
中
心
に

分
析
し
、
最
終
的
に
モ
リ
ス
よ
り
柳
の
工
芸
論
を
高
く
評
価
し
た
の
だ

が
、
藤
田
治
彦
に
よ
れ
ば
そ
の
後
近
年
に
至
る
ま
で
両
者
を
比
較
し
た
研

究
は
少
な
く）

3
（

、
ま
た
土
田
真
紀
は
「
こ
れ
以
後
、
柳
と
モ
リ
ス
を
本
格
的

に
論
じ
た
も
の
は
現
れ
て
い
な
い）

4
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下

で
は
ま
ず
壽
岳
に
従
い
、
両
者
の
特
徴
を
整
理
し
た
い
。

　両
者
の
類
似
点
に
関
し
て
は
、
初
め
に
基
本
的
な
こ
と
と
し
て
、
と
も

に
中
世
に
理
想
を
見
出
し
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
芸
術
を
評
価
し
た
こ
と
、
個
人

作
家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
美
術
品
よ
り
も
、
民
衆
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
日

用
品
に
美
を
見
出
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　さ
ら
に
、
柳
と
モ
リ
ス
は
い
ず
れ
も
造
形
芸
術
を
二
種
類
に
分
け
、
そ

れ
ぞ
れ
「
上
手
物
、
下
手
物
」、「
大
芸
術
（The G

reater Arts

）、
小
芸

術
（The Lesser Arts

）」
と
呼
ん
で
い
た
の
だ
が
、
壽
岳
は
こ
の
区
別
に

つ
い
て
も
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る）

5
（

。
と
い
う
の
も
、
こ
の
類
似
性
に
つ

い
て
は
柳
自
身
も
言
及
し
て
い
た
の
だ
が）

6
（

、「
上
手
物
」
と
「
大
芸
術
」

は
と
も
に
純
粋
芸
術
と
い
う
共
通
項
を
含
ん
で
お
り
、
ま
た
「
下
手
物
」

と
「
小
芸
術
」
の
概
念
は
、
い
ず
れ
も
民
衆
の
生
活
の
中
で
用
い
ら
れ
る

日
用
品
を
お
も
に
想
定
し
た
も
の
で
、
二
人
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ら
の
価
値

を
賞
揚
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　以
上
が
壽
岳
に
よ
り
指
摘
さ
れ
た
共
通
点
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
以
降
の

比
較
研
究
で
も
追
認
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
壽
岳
は
両
者
の
思
想
間
に
一

つ
の
相
違
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　壽
岳
は
モ
リ
ス
の
「
芸
術
と
は
働
く
と
き
に
人
間
が
感
じ
る
喜
び
の
表
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わ
れ
る
。
そ
し
て
、
柳
に
よ
る
そ
う
し
た
主
張
は
浄
土
教
を
中
心
と
し
た

仏
教
思
想
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
柳
の
主
張
を
正
し
く
理
解
す
る

た
め
に
は
、
ま
ず
柳
の
仏
教
理
解
を
正
確
に
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

　な
お
、
伊
藤
徹
は
『
柳
宗
悦

│
手
と
し
て
の
人
間
』（
平
凡
社
、
二

〇
〇
三
年
）
に
お
い
て
、
出
川
の
「
人
間
機
械
」
論
に
反
論
し
て
い
る
。

伊
藤
は
、
工
人
た
ち
の
受
動
性
は
か
え
っ
て
創
造
性
を
生
む
源
で
あ
り
、

た
と
え
個
人
作
家
の
見
本
に
も
と
づ
く
製
作
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
創
造
性

の
ゆ
え
に
、
反
復
さ
れ
る
作
業
の
中
で
作
品
に
は
個
性
が
宿
る
と
論
じ
て

い
る）
17
（

。
こ
の
見
方
は
柳
の
工
人
観
を
肯
定
的
に
捉
え
直
そ
う
と
す
る
試
み

と
し
て
興
味
深
い
が
、
伊
藤
も
個
人
作
家
と
工
人
の
身
分
的
な
関
係
に
つ

い
て
は
分
断
さ
れ
固
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る）
18
（

。

４
　
対
立
す
る
評
価
を
受
け
て

　以
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
民
藝
論
に
お
け
る
柳
の
工
人
観
に
は
肯
定

的
な
見
方
と
否
定
的
な
見
方
が
存
在
し
、
意
見
の
対
立
が
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
柳
の
工
人
観
は
モ
リ
ス
と
の
比
較
の
際
に
し
ば
し
ば
相
違
点
と
し
て

指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　柳
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
批
判
で
は
、
民
藝
論
に
お
け
る
柳
の
工
人
観

を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
よ
う
な
工
人
た
ち
に
よ
る
製
作

と
個
人
作
家
に
よ
る
製
作
と
を
ど
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
捉
え
る
の
か
と

い
う
こ
と
の
二
点
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

民
藝
論
の
中
で
仏
教
思
想
と
強
く
結
び
付
い
た
部
分
で
あ
り
、
相
互
に
関

連
し
た
問
題
で
も
あ
る
。

　そ
こ
で
本
論
で
は
ま
ず
民
藝
論
に
お
け
る
柳
の
主
張
を
正
確
に
捉
え
、

一
九
八
七
年
）
で
柳
の
宗
教
哲
学
と
芸
術
論
が
民
藝
論
に
お
い
て
一
体
と

な
っ
た
模
様
を
論
じ
、
そ
の
宗
教
性
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。

３
　
柳
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
│
出
川
直
樹
、Kikuchi Yuko

　一
方
、
先
行
研
究
の
中
に
は
柳
の
工
人
観
に
否
定
的
な
見
方
を
す
る
も

の
が
あ
る
。
例
え
ば
出
川
直
樹
は
「
柳
に
と
っ
て
の
理
想
の
工
人
は
、
た

だ
伝
統
、
あ
る
い
は
作
家
の
見
本
に
従
う
だ
け
の
一
種
の
人
間
機
械
で
あ

る
。
柳
は
見
事
な
ま
で
に
工
人
の
人
間
性
を
拒
否
し
切
っ
て
い
る）
11
（

」〔
傍

点
筆
者
〕
と
語
り
、
民
藝
論
に
お
い
て
工
人
た
ち
は
た
だ
繰
り
返
し
の
単

純
労
働
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
形
や
模
様
、
あ
る
い
は
個
人
作
家
に
よ
る

見
本
を
模
倣
す
る
こ
と
だ
け
を
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
個
性
が
蔑
ろ

に
さ
れ
た
機
械
同
然
の
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　さ
ら
に
、Kikuchi Yuko

は
出
川
の
見
方
を
踏
襲
し
、「
こ
れ
は
『
無

意
識
の
知
性
に
よ
る
芸
術
（art of unconscious intelligence

）』）
12
（

を
賞
賛

す
る
一
方
、『
意
識
的
な
知
性
に
よ
る
新
し
い
芸
術
（new

 art of con-
scious intelligence

）』）
13
（

に
多
大
な
希
望
を
示
し
て
い
た
モ
リ
ス
と
は
決
定

的
に
異
な
る）
14
（

」
と
述
べ
、
こ
の
点
に
関
し
柳
と
モ
リ
ス
を
対
比
し
て
い
る
。

　ま
た
、
出
川
は
民
藝
論
に
お
け
る
工
人
と
個
人
作
家
の
関
係
性
に
つ
い

て
も
、「『
固
定
さ
れ
た
』
工
人
と
作
家
の
間
に
は
永
遠
に
埋
ま
ら
ぬ
距
離

が
あ
る）
15
（

」
と
語
り
、
民
藝
論
に
お
い
て
工
人
と
個
人
作
家
の
身
分
は
固
定

さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。

　と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
出
川
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
批
判
を
す
る
の
か
と

考
え
る
と
、
問
題
は
、
柳
が
工
人
の
あ
り
方
と
し
て
、「
自
然
）
16
（

」
や
伝
統

に
従
う
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
部
分
の
理
解
の
仕
方
に
あ
る
と
思
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性
に
彩
る
器
は
全
き
器
と
な
る
事
は
出
来
ぬ
。
古
作
品
の
美
は
没
我

の
美
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
か
に
個
性
の
道
が
工
藝
の
道
で
な
い
事
を

示
し
て
く
れ
る）
20
（

。

　こ
こ
で
は
無
心
の
意
味
と
し
て
「
没
我
」
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
の
主
張
は
壽
岳
の
賞
賛
す
る
よ
う
な
民
藝
論
の
宗
教
性
が
端
的

に
示
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
一
方
、
出
川
ら
が
工
人
た
ち
を
個
性
の
否
定
さ

れ
た
「
人
間
機
械
」
と
捉
え
る
根
拠
に
も
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２
　
工
人
と
個
人
作
家
│
二
分
法
的
な
見
方

　こ
の
よ
う
に
、
柳
は
工
人
た
ち
に
よ
る
民
藝
を
、「
美
の
宗
教
に
於
け

る
他
力
道
）
21
（

」
と
考
え
る
一
方
、
個
人
作
家
の
立
場
に
つ
い
て
は
、「
個
性

に
滞
つ
て
ゐ
る
限
り
決
し
て
民
藝
の
様
な
夢
想
の
美
に
到
達
す
る
事
は
出

来
な
い）
22
（

」
と
語
り
、
個
人
作
家
が
「
無
心
の
美
」
に
到
達
す
る
の
は
不
可

能
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
「
自
力
道
」
で
あ
り
「
難
行
道
」
で
あ
る
と
語

っ
た
。
こ
こ
で
「
自
力
」
と
は
、
仏
教
で
自
己
の
力
で
悟
り
に
至
る
事
を

意
味
し
、
特
に
禅
宗
の
立
場
を
表
す
の
に
対
し
、「
他
力
」
と
は
阿
弥
陀

仏
に
頼
る
こ
と
を
意
味
し
、
浄
土
教
の
立
場
を
表
す
概
念
で
あ
る
。

　柳
は
さ
ら
に
、
個
人
作
家
の
役
割
は
、
美
と
社
会
に
対
す
る
「
正
当
な

理
解
」
を
持
ち
、
民
衆
を
導
く
こ
と
で
あ
る
と
語
り
、
中
世
ギ
ル
ド
の
「
工

匠Craftsm
an

」
と
「
師
匠M

aster-artisan

」
の
関
係
に
一
つ
の
理
想

を
見
出
し
て
い
る）
23
（

。
ま
た
、
柳
は
「
将
来
個
人
作
家
と
民
衆
と
の
関
係
は
、

丁
度
僧
侶
と
平
信
徒
と
の
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ）
24
（

」
と
も
語
っ
て
お

り
、『
工
藝
の
道
』
に
お
け
る
工
人
と
個
人
作
家
の
関
係
に
は
上
下
の
区

別
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
言
説
は
、
出
川
や
伊
藤
の
よ
う
に
、

対
立
す
る
評
価
を
ど
う
判
定
す
べ
き
か
考
察
し
、
最
後
に
モ
リ
ス
と
の
比

較
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

二

　民
藝
論
理
解
の
一
つ
の
典
型

１
　
無
心
に
よ
る
製
作

　『工
藝
の
道
』
に
お
け
る
主
張
の
中
心
は
次
の
箇
所
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　私
が
此
書
に
於
て
最
も
強
め
て
説
か
う
と
す
る
所
は
、
如
何
に
工

藝
美
が
、「
民
衆
」
と
か
「
実
用
」
と
か
「
多
量
」
と
か
「
廉
価
」

と
か
「
通
常
」
と
か
云
ふ
平
凡
な
世
界
と
、
深
い
結
縁
に
あ
る
か
を

示
す
事
に
あ
つ
た
。
否
、
そ
れ
等
の
性
質
こ
そ
工
藝
美
の
基
礎
と
な

つ
て
ゐ
る
の
を
語
る
に
あ
つ
た
。
だ
が
自
ら
で
は
力
弱
い
彼
等
で
あ

る
か
ら
、
此
不
思
議
を
演
ず
る
の
は
、
彼
等
以
上
の
何
も
の
か
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
匿
れ
た
背
後
の
力
を
見
究
め
る
事
が
私
の
求
め

で
あ
つ
た
。
私
は
彼
等
を
守
護
す
る
も
の
が
自
然
の
叡
智
で
あ
り
、

相
愛
の
制
度
で
あ
る
の
を
見
た
。
無
心
な
自
然
へ
の
帰
依
や
結
合
せ

ら
れ
た
衆
生
の
心
が
そ
こ
に
見
え
る
。
そ
の
美
は
他
力
美
で
あ
る
。

此
美
に
対
し
て
は
、
如
何
に
「
知
識
」
と
か
「
個
性
」
と
か
「
稀
有
」

と
か
「
高
価
」
と
か
「
異
常
」
と
か
云
ふ
事
が
、
い
と
ゞ
小
さ
く
見

え
る
で
あ
ら
う）
19
（

。〔
傍
点
筆
者
〕

　こ
こ
で
柳
は
工
芸
美
の
性
質
を
「
他
力
美
」
で
あ
る
と
説
き
、
そ
の
意

味
と
し
て
、
工
人
が
「
無
心
」
で
あ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
語
っ
て
い
る
。

無
心
に
つ
い
て
、
柳
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　無
心
と
は
没
我
の
謂
で
あ
る
。
無
心
が
美
の
泉
で
あ
る
な
ら
、
個
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　す
な
わ
ち
、
没
我
に
よ
っ
て
無
心
と
な
る
こ
と
は
、
個
性
の
否
定
で
は

な
く
、
む
し
ろ
「
開
放
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
多
種
多
様
な
変
化
」
や

「
自
由
自
在
な
創
造
」
が
生
ま
れ
る
と
柳
は
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
無
心
に
よ
る
製
作
に
お
い
て
は
、「
既
に
彼
等
の
手
が
作
る
と

云
ふ
よ
り
も
、
自
然
が
彼
等
の
手
に
働
き
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
る）
28
（

」
と
柳
は

言
う
。

　ま
た
、
そ
の
よ
う
な
手
工
に
よ
る
生
産
と
機
械
生
産
と
を
比
較
し
た
次

の
引
用
か
ら
も
、
柳
の
語
る
無
心
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　手
工
に
と
つ
て
封
じ
ら
れ
た
宿
命
は
な
い
。
一
つ
の
線
に
も
無
限

の
変
化
が
宿
る
。
だ
が
機
械
に
は
反
復
の
み
あ
つ
て
自
由
は
な
い
。

決
定
の
み
あ
つ
て
創
造
が
な
い
。
同
質
の
み
あ
つ
て
異
質
が
な
い
。

単
調
の
み
あ
つ
て
、
種
々
相
が
な
い
。
変
化
を
欠
く
規
則
は
単
調
に

沈
む
。
機
械
製
品
が
冷
か
で
あ
り
潤
ひ
の
無
い
の
は
こ
ゝ
に
起
因
す

る
）
29
（

。

　工
人
た
ち
が
無
心
で
仕
事
を
す
る
と
き
、
た
と
え
そ
れ
が
同
じ
工
程
の

繰
り
返
し
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
創
造
の
源
と
し
て
の
自
由
が

あ
り
、
そ
の
中
で
無
限
の
変
化
が
生
ま
れ
、
品
物
に
は
個
性
が
宿
る
。
し

た
が
っ
て
、
民
藝
論
に
お
け
る
工
人
た
ち
は
、
個
性
を
否
定
さ
れ
た
「
人

間
機
械
」
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
無
心
で
働
く
た
め
に
「
自
然
」
の
力

を
受
け
、
自
由
自
在
な
創
造
を
可
能
と
す
る
人
々
な
の
で
あ
る
。

２
　
自
力
と
他
力
に
つ
い
て
の
思
索
の
展
開
│
二
元
論
の
克
服

　『工
藝
の
道
』
の
中
で
、
柳
が
個
人
作
家
と
工
人
の
間
に
自
力
と
他
力

の
関
係
を
見
て
い
た
こ
と
は
既
に
確
認
し
た
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
さ

一
方
に
工
人
た
ち
が
無
心
で
作
る
下
手
物
が
あ
り
、
他
方
に
個
人
作
家
が

美
意
識
を
働
か
せ
て
作
る
上
手
物
が
あ
る
と
い
う
、
二
分
法
的
な
構
図
に

よ
る
解
釈
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

構
図
は
、「
個
人
作
家
に
よ
り
作
ら
れ
る
民
藝
」
と
い
う
も
の
を
否
定
す

る
考
え
を
生
む
可
能
性
が
あ
り
、
実
際
に
民
藝
運
動
に
加
わ
っ
た
人
た
ち

の
中
に
も
そ
う
し
た
考
え
を
持
っ
た
人
は
い
た
。
例
え
ば
三
宅
忠
一
（
一

九
〇
〇
│
一
九
八
〇
年
）
は
一
九
三
五
年
ご
ろ
か
ら
民
藝
運
動
に
参
加

し
、
一
九
五
〇
年
に
大
阪
に
日
本
工
芸
館
を
設
立
し
た
人
物
だ
が
、
こ
の

点
に
関
す
る
意
見
の
対
立
か
ら
一
九
五
九
年
に
民
藝
運
動
を
去
り
、
そ
の

後
日
本
工
芸
館
で
は
作
家
品
は
展
示
せ
ず
、
工
人
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
品
物
だ
け
を
展
示
し
た
と
い
う
例
が
あ
る）
25
（

。

三

　民
藝
論
の
正
確
な
理
解
に
向
け
て

１
　
工
人
観
と
他
力
道
の
理
解

　だ
が
『
工
藝
の
道
』
の
中
で
も
、「
無
心
」
や
「
没
我
」
が
個
性
の
否

定
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
と
柳
が
主
張
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

　併
し
私
達
は
没
我
を
直
ち
に
個
性
へ
の
否
定
と
解
し
て
は
な
ら

ぬ
。
そ
れ
は
個
性
の
否
認
で
は
な
く
開
放
で
あ
る
。
没
我
に
活
き
る

工
藝
は
個
性
の
主
張
に
止
る
事
が
出
来
ぬ
）
26
（

。

　器
に
見
ら
れ
る
美
は
無
心
の
美
で
あ
る
。〔
中
略
〕
そ
こ
に
見
ら

れ
る
多
種
多
様
な
変
化
、
又
は
自
由
自
在
な
創
造
は
、
無
心
で
あ
つ

た
彼
等
の
美
徳
か
ら
、
所
産
せ
ら
れ
た
の
だ
と
云
ふ
事
を
知
ら
ね
ば

な
ら
ぬ）
27
（

。
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り
、
そ
の
美
は
「
悉
く
が
他
力
的
な
道
を
経
て
現
れ
て
ゐ
る）
31
（

」
と
柳
は
考

え
た
の
で
あ
る
。
茶
器
の
美
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
洞
察
し
た
柳
は
次
の

よ
う
に
語
っ
た
。

　他
力
的
な
美
し
さ
が
、
自
力
的
に
も
讃
へ
ら
れ
る
と
い
ふ
そ
の
事

実
に
、
絶
大
な
拍
手
を
お
く
り
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
こ
と
は
、
純
乎
た
る
他
力
の
美
が
、
自
力
の
美
と
遂
に
は
一
如

で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
か
た
る
か
ら
で
あ
り
ま
す）
32
（

。

　茶
器
の
美
は
、
柳
に
と
っ
て
、
工
芸
の
世
界
で
も
「
自
力
の
道
」
と
「
他

力
の
道
」
が
究
極
で
は
一
致
す
る
こ
と
を
示
す
も
っ
と
も
重
要
な
証
拠
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

　ま
た
、
こ
の
文
章
の
中
に
は
も
う
一
つ
、
柳
の
仏
教
理
解
と
芸
術
論
の

接
点
が
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
柳
が
浄
土
系
の
在
家
信
徒
の
う
ち
、
特
に

優
れ
た
信
仰
を
示
す
人
々
で
あ
る
妙
好
人
の
宗
教
的
境
地
と
、
民
藝
の
美

を
他
力
道
の
成
果
と
し
て
類
比
的
に
捉
え
、
民
藝
品
を
「
妙
好
品
」
と
呼

ん
で
い
る
部
分
な
の
だ
が）
33
（

、
こ
の
視
点
は
工
人
と
個
人
作
家
の
問
題
を
考

え
る
上
で
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
柳
は
妙
好
人
と
禅
僧
の
関
係
に
つ
い
て
、「
妙
好
人
は
多

く
は
無
学
で
田
舎
者
だ
が
、
そ
の
体
験
の
深
さ
は
、
優
に
禅
僧
と
肩
を
並

べ
る）
34
（

」
と
語
り
、
両
者
の
宗
教
的
境
地
に
上
下
の
差
は
な
い
と
い
う
理
解

を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
工
人
と
個
人
作
家
の
関
係
に
つ
い
て
も
、

究
極
的
に
は
上
下
の
差
が
な
く
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
推
論
が
あ
っ

た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　「自
力
と
他
力
」
の
四
年
後
に
書
か
れ
た
「
自
力
の
道
と
他
力
の
道
」

ら
に
展
開
さ
れ
た
考
え
が
表
さ
れ
る
の
は
、
戦
後
に
書
か
れ
、
し
ば
し
ば

「
仏
教
美
学
」
と
呼
ば
れ
る
著
作
群
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で

は
そ
れ
ら
の
著
作
の
う
ち
、「
工
藝
に
於
け
る
自
力
道
と
他
力
道
」（
一
九

四
八
年
改
訂
版
）、「
自
力
と
他
力
」（
一
九
五
四
年
）、「
自
力
の
道
と
他

力
の
道
」（「
仏
教
美
学
の
悲
願
」
へ
の
追
補
そ
の
三
、
一
九
五
八
年
）、「
自

然
児
棟
方
志
功
」（
一
九
六
〇
年
）
に
お
け
る
記
述
を
分
析
し
、
そ
の
変

化
を
追
跡
し
な
が
ら
、
柳
の
思
索
の
到
達
点
を
示
し
た
い
。

　ま
ず
、「
工
藝
に
於
け
る
自
力
道
と
他
力
道
」（
一
九
四
八
年
改
訂
版
）

で
は
、
基
本
的
に
は
『
工
藝
の
道
』
に
お
け
る
二
分
法
が
踏
襲
さ
れ
、「
工

芸
の
道
」
は
「
自
力
」
と
「
他
力
」
の
二
つ
に
分
か
れ
る
が
、
興
隆
す
る

作
家
品
と
同
じ
よ
う
に
、
工
人
に
よ
る
民
藝
品
が
栄
え
ね
ば
な
ら
な
い
と

書
か
れ
て
い
る
。

　し
か
し
、
六
年
後
に
出
さ
れ
た
「
自
力
と
他
力
」（
一
九
五
四
年
）
の

中
で
は
、
二
分
法
か
ら
の
脱
却
の
兆
し
が
見
ら
れ
る
。
柳
は
ま
ず
、
仏
教

修
行
を
登
山
に
譬
え
、
自
力
と
他
力
の
区
別
に
つ
い
て
、「
自
力
他
力
の

別
を
立
て
る
の
は
、
登
り
道
の
こ
と
で
、
頂
き
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
も
に
到
り
尽
せ
ば
何
の
別
が
あ
り
ま
せ
う）
30
（

」
と
語
り
、
仏
教
に
お
い
て

二
つ
の
道
は
究
極
で
は
一
致
す
る
と
い
う
認
識
を
示
す
。
そ
し
て
美
の
問

題
に
お
い
て
、
同
様
に
自
力
と
他
力
が
一
致
す
る
こ
と
の
例
証
と
し
て
、

茶
器
の
美
を
取
り
上
げ
る
。
と
い
う
の
も
、
茶
の
湯
は
歴
史
的
に
禅
宗
と

の
結
び
つ
き
が
強
く
、
茶
器
の
美
を
見
出
し
た
の
も
、
禅
宗
に
関
係
の
深

い
人
々
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
初
代
茶
人
た
ち
が
評
価
し
た
「
井
戸
茶
碗
」

は
、
朝
鮮
の
無
名
の
陶
工
よ
っ
て
民
衆
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
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　棟
方
の
作
品
の
様
な
も
の
は
、
如
何
に
も
棟
方
と
い
ふ
独
創
的
個

性
が
創
作
し
て
ゐ
る
も
の
の
様
に
受
取
ら
れ
が
ち
で
あ
り
ま
す
が
、

さ
う
で
は
な
く
、
寧
ろ
棟
方
個
人
な
ら
ざ
る
も
の
が
、
遠
く
背
後
に

控
へ
て
ゐ
て
、
そ
れ
が
仕
事
を
さ
せ
て
ゐ
る
と
考
へ
る
方
が
至
当
で

あ
り
ま
す
。
自
分
で
は
ど
う
も
御ぎ

ょ

し
か
ね
る
仕
事
を
し
て
ゐ
る
か
ら

で
あ
り
ま
す）
37
（

。

　棟
方
の
製
作
に
は
、
工
人
た
ち
の
製
作
と
同
一
の
「
自
然
」
の
力
が
働

い
て
い
る
と
柳
は
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
棟
方
と
い
う
存
在
は
、
個
人
作

家
の
場
合
に
も
他
力
的
な
美
を
生
み
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
の
例

証
な
の
で
あ
る
。

　以
上
の
よ
う
に
、
個
人
作
家
に
よ
る
製
作
と
工
人
に
よ
る
製
作
は
、
仏

教
に
お
け
る
自
力
道
と
他
力
道
と
同
じ
よ
う
に
、
頂
に
至
る
道
が
異
な
り

は
し
て
も
、
究
極
に
お
い
て
生
ま
れ
る
美
は
等
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
工
人
と
個
人
作
家
の
間
に
上
下
の
別
は
な
く
、
工
人

が
個
人
作
家
の
作
品
を
見
本
に
す
る
よ
う
に
、
工
人
の
作
る
品
物
の
う

ち
、
優
れ
た
も
の
が
個
人
作
家
に
と
っ
て
模
範
と
な
る
こ
と
も
あ
り
う

る
。
そ
し
て
、
棟
方
の
製
作
を
他
力
的
だ
と
語
っ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ

う
に
、
柳
は
工
人
と
個
人
作
家
の
身
分
的
な
関
係
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し

も
固
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

３
　
ま
と
め
│
再
び
モ
リ
ス
と
の
比
較

　本
稿
で
は
、
柳
の
民
藝
論
と
仏
教
思
想
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
き

た
。
壽
岳
は
こ
の
点
に
関
し
て
柳
と
モ
リ
ス
を
対
比
さ
せ
、
両
者
の
工
芸

論
の
差
異
は
宗
教
性
の
有
無
だ
と
理
解
し
て
い
る
が
、
本
来
な
ら
ば
モ
リ

（「
仏
教
美
学
の
悲
願
」
へ
の
追
補
そ
の
三
、
一
九
五
八
年
）
の
中
で
は
、

作
家
の
立
場
が
よ
り
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　私
達
に
と
つ
て
は
、
名
も
な
い
他
力
的
な
民
器
の
或
も
の
こ
そ
、

絶
大
な
禅
の
公
案
で
あ
る
と
思
は
れ
て
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
作
家
に
と

つ
て
は
、
無
銘
の
「
井
戸
」
を
見
れ
ば
せ
き
立
て
ら
れ
る
想
ひ
が
あ

る
筈
で
あ
る）
35
（

。

　「禅
の
公
案
」
と
は
、
禅
の
修
行
者
に
与
え
ら
れ
る
問
い
の
こ
と
だ
が
、

一
般
に
概
念
的
思
考
で
は
解
く
こ
と
が
で
き
ず
、
修
行
者
を
悟
り
へ
導
く

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
優
れ
た
民
藝
品
は
美
の
模
範
を
示
す
も
の
で
あ

り
、
作
家
は
直
観
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
と
対
話
す
る
こ
と
か
ら
学
ば
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
柳
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
『
工
藝
の
道
』

で
語
ら
れ
た
、
個
人
作
家
が
工
人
に
模
範
を
示
す
こ
と
と
逆
の
関
係
に
な

っ
て
お
り
、
注
目
に
値
す
る
。

　そ
し
て
「
自
然
児
棟
方
志
功
」（
一
九
六
〇
年
）
で
は
、
具
体
的
な
作
家

で
あ
る
版
画
家
の
棟
方
志
功（
一
九
〇
三
│
一
九
七
五
年
）に
つ
い
て「
棟

方
は
必
然
に
後
者
即
ち
他
力
の
道
を
歩
い
て
ゐ
る
事
が
分
り
ま
す
。
之
は

一
寸
他
の
現
代
作
家
、
即
ち
自
己
意
識
の
強
い
人
達
と
は
違
つ
て
い
ま
す
。

棟
方
の
作
は
一
見
自
力
的
で
あ
り
ま
す
が
、
さ
う
で
は
な
く
、
多
分
に
他

力
的
要
素
の
多
い
も
の
で
あ
り
ま
す）
36
（

」
と
語
り
、
個
人
作
家
で
あ
る
棟
方

の
道
を
他
力
道
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
「
個
人
作
家

は
自
力
」
と
い
う
規
定
す
ら
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
お
り
、『
工

藝
の
道
』
に
見
ら
れ
た
二
分
法
は
ほ
と
ん
ど
解
消
さ
れ
て
い
る
。
柳
は
棟

方
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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宗
教
観
と
そ
の
工
芸
論
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

　ま
た
小
野
は
、
日
本
人
が
モ
リ
ス
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
柳

と
の
比
較
が
不
可
欠
だ
と
語
っ
て
い
る
が）
41
（

、
そ
れ
は
ま
た
逆
も
然
り
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
西
欧
の
人
々
に
対
し
、
柳
の
思
想
を
魅
力

あ
る
も
の
と
し
て
発
信
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
モ
リ
ス
と
の
比
較
は
不

可
欠
だ
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
柳
と
モ
リ
ス
の
関
係
を
正
確
に
理
解

す
る
こ
と
は
、
今
後
、
工
芸
の
分
野
に
お
け
る
異
文
化
理
解
の
深
化
を
目

指
す
上
で
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

　（1
）
本
論
で
は
「
民
藝
」
を
旧
字
体
で
表
記
す
る
。
な
お
「
工
藝
」
に
つ
い
て
は

引
用
文
中
で
は
旧
字
体
で
表
記
し
、
地
の
文
で
は
新
字
体
で
表
記
す
る
。

　（2
）
こ
の
論
考
は
、
そ
の
後
若
干
の
改
訂
と
も
に
「
ウ
ィ
リ
ャ
ム
・
モ
リ
ス
と
柳

宗
悦
」
と
改
題
さ
れ
、
壽
岳
文
章
『
モ
リ
ス
論
集
』（
沖
積
舎
、
一
九
九
三
年
）

五
三
│
七
〇
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
最
終
版
で
あ
る
「
ウ
ィ
リ
ャ

ム
・
モ
リ
ス
と
柳
宗
悦
」
か
ら
引
用
す
る
。

　（3
）
藤
田
治
彦
「
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
と
工
芸
の
変
貌

│
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
モ
リ
ス
と
柳
宗
悦
を
め
ぐ
っ
て
」『
美
學
』
五
一
巻
一
号
、
二
〇
〇
三
年
六

月
、
二
五
頁
。

　（4
）
土
田
真
紀
「
柳
宗
悦
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
」
若
山
映
子
・
圀
府
寺
司
編

『
美
術
史
の
ス
ペ
ク
ト
ル
ム
』
光
琳
社
出
版
、
一
九
九
六
年
、
二
四
八
頁
。

　（5
）
藤
田
治
彦
は
壽
岳
の
こ
の
議
論
に
つ
い
て
、
柳
がLesser Art

に
言
及
す
る

際
、
小
芸
術
と
訳
し
た
こ
と
が
な
い
か
ら
不
正
確
だ
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
む

し
ろ
注
（
5
）
の
よ
う
に
、
柳
はLesser

と
い
う
語
を
「
下
手
」
と
対
応
さ
せ

て
お
り
、
藤
田
の
指
摘
は
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
藤
田
、
前
掲
論
文
、

一
九
│
二
〇
頁
。

　（6
）
柳
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
モ
リ
ス
は
工
藝
を
或
時
はThe Lesser 

Art
と
も
呼
ん
だ
。‘Lesser’

と
云
ふ
字
は
『
下げ
　
て手
』
と
云
ふ
義
に
近
い
と
も
云

へ
よ
う
。『
下
手
物
』
に
あ
て
は
ま
る
英
訳
を
求
め
れ
ばThe Com

m
on-place 

ス
の
工
芸
論
の
背
後
に
も
何
ら
か
の
宗
教
性
が
存
在
し
な
い
の
か
ど
う

か
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　と
こ
ろ
が
、
モ
リ
ス
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
の
中
で
も
、
こ
れ
ま
で
宗

教
と
の
関
係
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
モ
リ
ス
が
マ

ル
ク
ス
の
影
響
を
受
け
、
社
会
主
義
運
動
に
加
わ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
宗

教
観
は
あ
ま
り
重
要
と
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
の

だ
が
、
宗
教
に
対
す
る
モ
リ
ス
の
態
度
は
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の

「
科
学
的
社
会
主
義
」
の
立
場
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
モ
リ
ス
は
経
済
学
者
の
Ｅ
・
Ｂ
・
バ
ッ
ク
ス

（Ernest Belfort Bax, 1854-1926

）
と
の
共
著
『
社
会
主
義

│
そ
の
成

長
と
帰
結
』（Socialism

: Its G
rowth and O

utcom
e, 1893

）
に
お
い
て
、

古
代
か
ら
十
九
世
紀
末
ま
で
の
歴
史
を
「
社
会
主
義
の
成
長
」
と
い
う
観

点
か
ら
辿
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
は
宗
教
に
関
す
る
考
察
に
多
く

の
紙
数
が
割
か
れ
、
さ
ら
に
自
ら
が
理
想
と
す
る
思
想
を
「
社
会
主
義
の

宗
教
」（Socialistic Religio

）
38
（n

）
と
い
う
非
常
に
興
味
深
い
言
葉
で
表
現
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、『
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
よ
り
』（N

ews from
 N
o-

where, 1890

）
を
は
じ
め
と
す
る
文
学
作
品
の
中
に
も
宗
教
観
を
示
す
記

述
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き）
39
（

、
モ
リ
ス
の
思
想
に
も
何
ら
か
の
宗
教
性
が

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　さ
ら
に
、
モ
リ
ス
の
研
究
者
で
あ
っ
た
小
野
二
郎
は
、
モ
リ
ス
に
お
い

て
も
柳
と
同
様
の
「
美
の
原
理
と
信
仰
の
原
理
の
一
致
）
40
（

」
が
あ
っ
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
が
真
実
だ
と
す
れ
ば
、
柳
と
モ
リ
ス
の
違

い
は
宗
教
性
の
有
無
と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
く
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
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