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は
じ
め
に　
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
読
み
解
く
三
つ
の
視
点

「
噓
・
大
げ
さ
・
紛
ら
わ
し
い
」
の
見
本

　

そ
の
昔
、
旧
営
団
地
下
鉄
の
愛
称
・
東
京
メ
ト
ロ
に
ま
だ
な
じ
め
な
か
っ
た
頃
、
私
は
上
京
す
る
毎
に
、

地
下
鉄
の
駅
に
張
ら
れ
た
奇
妙
な
ポ
ス
タ
ー
に
目
を
奪
わ
れ
た
。

　

そ
れ
は
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
い
う
題
目
で
鉄
道
客
車
内
で
の
作
法
を
描
い
た
イ
ラ
ス
ト
の
数
々
で
、
公

共
広
告
機
構
（
現
Ａ
Ｃ
ジ
ャ
パ
ン
）
に
よ
る
マ
ナ
ー
啓
発
Ｃ
Ｍ
だ
っ
た
。

　

私
は
、
さ
っ
そ
く
そ
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。

　

そ
れ
で
わ
か
っ
た
の
は
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
が
Ｃ
Ｍ
の
た
め
に
創
作
さ
れ
た
コ
ピ
ー
で
は
な
い
こ
と
、
主

唱
者
た
ち
は
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
が
、
実
際
の
江
戸
時
代
の
文
化
の
中
で
使
え

そ
う
な
も
の
は
皆
無
な
こ
と
、
し
か
し
現
代
人
の
た
め
の
マ
ナ
ー
と
し
て
は
実
用
的
な
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。
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つ
ま
り
、
現
代
人
が
現
代
人
の
た
め
に
作
っ
た
マ
ナ
ー
と
し
か
思
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　

結
論
か
ら
言
え
ば
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
歴
史
偽
造
で
あ
り
、
一
九
八
〇
年
代
に
「
発
明
」
さ
れ
、
以
降

新
た
な
創
作
を
加
え
て
膨
ら
ん
で
き
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
名
前
で
広
め
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
日
本
広
告
審
査
機
構
（
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ
）

の
Ｃ
Ｍ
で
い
う
「
噓
・
大
げ
さ
・
紛
ら
わ
し
い
」
Ｃ
Ｍ
の
見
本
を
、
公
共
広
告
機
構
が
作
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
当
時
す
で
に
書
店
の
棚
に
は
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
入
門
書
な
る
も
の
が
な
ら
ん
で
い
た
の
だ
が
、

私
は
「
こ
れ
だ
け
胡
散
臭
い
も
の
な
ら
、
Ｃ
Ｍ
の
影
響
で
一
時
は
流
行
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
き
っ
と
す

ぐ
に
す
た
れ
る
だ
ろ
う
」
と
た
か
を
く
く
っ
て
い
た
。

歴
史
捏
造
が
、
教
育
現
場
に
ま
で
浸
透
す
る
危
機
的
状
況

　

と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
あ
ら
た
め
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
す
た
れ
る
ど
こ
ろ
か
、

ま
す
ま
す
隆
盛
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

二
〇
〇
七
年
に
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
江
戸
し
ぐ
さ
」
が
発
足
し
て
普
及
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
全
国
各

地
の
教
育
委
員
会
や
商
工
会
議
所
、
自
治
体
な
ど
で
奨
励
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
多
く
の
学
校
で
道
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徳
の
授
業
に
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
わ
か
っ
た
。

　

ま
た
、
教
科
書
出
版
の
各
社
も
現
場
で
の
動
き
を
受
け
て
、
道
徳
副
読
本
や
公
民
教
科
書
な
ど
で
「
江

戸
し
ぐ
さ
」
を
好
意
的
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

今
年
（
二
〇
一
四
年
）
の
春
、
文
部
科
学
省
が
配
布
し
た
道
徳
教
材
で
は
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
が
江
戸
時
代

に
実
在
し
た
商
い
の
心
得
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
事
態
は
も
は
や
洒
落
で
は
す
ま
な
い

だ
ろ
う
。

　

わ
け
の
わ
か
っ
た
大
人
が
、
そ
の
胡
散
臭
さ
を
承
知
し
た
う
え
で
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
学
ぶ
の
は
自
由

で
あ
る
。
私
た
ち
に
は
、
ヨ
タ
話
を
ヨ
タ
話
と
し
て
楽
し
む
権
利
も
許
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

し
か
し
、
文
部
科
学
省
と
い
う
国
の
機
関
が
、
義
務
教
育
の
場
で
ヨ
タ
話
を
事
実
と
し
て
お
し
つ
け
る

と
い
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
幅
広
い
知
識
と
教
養
を
身
に
付
け
、
真
理
を
求
め
る
態
度
を
養
い
、
豊
か

な
情
操
と
道
徳
心
を
培
う
」（
教
育
基
本
法
第
１
章
第
２
条
）
と
い
う
理
念
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
な
は
だ
し

い
も
の
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
の
状
況
に
、
ま
ず
は
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

教
育
現
場
へ
の
浸
透
を
防
ぎ
た
い
│
│
私
が
本
書
を
書
き
上
げ
た
第
一
の
動
機
は
、
こ
の
問
題
意
識
で

あ
る
。
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「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
作
者
・
芝
三
光
と
、
以
降
の
展
開

　

さ
て
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
歴
史
を
調
べ
続
け
る
う
ち
に
興
味
が
わ
い
て
き
た
の
は
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」

の
自
称
伝
承
者
で
あ
り
、
事
実
上
の
作
者
で
あ
る
芝し

ば

三み
つ

光あ
き
ら（

本
名
：
小
林
和
雄
、
一
九
二
八
？
〜
一
九
九
九
）

の
人
物
像
で
あ
る
。

　

戦
時
下
の
軍
国
主
義
と
戦
後
の
軽
薄
な
風
潮
を
と
も
に
嫌
い
、「
江
戸
」
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
生
き
よ

う
と
し
た
、
芝
の
孤
高
の
人
柄
に
は
心
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
こ
こ
数
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
入
門
書
に
は
芝
の
名
前
が
ど
こ
に

も
出
て
こ
な
い
も
の
が
多
い
。

　

今
後
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に
つ
い
て
議
論
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
創
始
者
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
明
ら

か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
講
師
の
著
書
に
も
「「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
そ
の
数
八
〇
〇
と
も
八
〇
〇
〇
と
も

言
わ
れ
」（
山
内
あ
や
り
『「
江
戸
し
ぐ
さ
」
恋
愛
か
る
た
』
二
〇
〇
九
）
と
、
こ
れ
か
ら
水
増
し
す
る
気
満
々

と
受
け
取
れ
る
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
芝
の
生
前
に
は
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
数
は
二
〇

〇
前
後
と
言
わ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
八
〇
〇
〇
と
言
え
ば
四
〇
倍
の
水
増
し
で
あ
る
。
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あ
る
い
は
、
こ
れ
か
ら
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
過
去
の
隠
蔽
と
新
た
な
捏
造
、
そ
し
て
分
裂
の
時
代
に
突

入
し
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
場
合
、
本
書
は
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
い
う
文
化
現
象
の
発
祥
か
ら
二
〇
一
四
年
前
半
ま
で
の
展
開

を
記
録
し
た
文
献
と
し
て
の
史
料
価
値
も
帯
び
て
く
る
は
ず
だ
。

　

ま
た
、
芝
の
創
意
に
よ
る
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
、
弟
子
の
越こ

し

川か
わ

禮れ
い

子こ

と
日
本
現
在
新
聞
社
の
桐き

り

山や
ま

勝ま
さ
ると

い
う
二
人
の
人
材
を
得
た
こ
と
で
爆
発
的
に
普
及
し
て
い
く
。
普
及
過
程
に
お
け
る
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の

変
容
と
、
そ
の
浸
透
の
歴
史
も
、
で
き
る
限
り
検
証
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
誕
生
と
普
及
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
書
執
筆
の
第
二
の
動
機
で

あ
る
。

オ
カ
ル
ト
物
件
と
し
て
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」

　

ま
た
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
史
料
を
あ
さ
っ
て
い
く
う
ち
に
、
私
は
こ
れ
が
単
な
る
歴
史
偽
造
で
は
な
い

こ
と
に
も
気
付
い
た
。

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
伝
承
に
つ
い
て
、
明
治
政
府
が
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
弾
圧
し
た
後
そ
の
弾
圧
自
体
も

隠
蔽
し
た
（
つ
ま
り
、
実
在
の
証
拠
が
提
示
で
き
な
い
の
を
権
力
の
し
わ
ざ
に
す
る
）、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
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あ
る
が
、
こ
れ
は
陰
謀
論
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
地
震
予
知
な
ど
超
能
力
の
要
素
を
も
含
ん
で
お
り
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
「
江
戸
し
ぐ
さ
」

は
立
派
な
オ
カ
ル
ト
物
件
な
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
書
で
は
、
他
の
オ
カ
ル
ト
物
件
と
の
類
似
に
も
注
目
し
つ
つ
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
形
成
と
流

布
の
構
造
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
。

　

オ
カ
ル
ト
は
、
楽
し
み
方
を
わ
き
ま
え
て
お
か
な
い
と
、
高
い
学
歴
を
持
つ
人
間
も
簡
単
に
取
り
込
ん

で
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
、
一
種
の
魅
力
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
調
べ
を
進
め
る
う
ち
に
、

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
オ
カ
ル
ト
と
し
て
、
巧
妙
で
強
靱
で
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
て
き
た
。

　

オ
カ
ル
ト
と
し
て
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
分
析
し
、
ト
ン
デ
モ
が
社
会
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
理
由
に
迫

る
こ
と
。
こ
れ
が
、
本
書
を
執
筆
し
た
第
三
の
動
機
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
様
々
な
角
度
で
分
析
・
検
証
す
べ
き
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

　

本
書
が
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
諸
相
を
知
り
、
考
え
る
よ
す
が
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

原
田
実
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三
〇
〇
年
の
太
平
を
支
え
た
町
人
哲
学
？

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
い
う
言
葉
を
初
め
て
聞
い
た
人
は
ど
の
よ
う
な
意
味
だ
と
思
う
だ
ろ
う
か
？

　

私
は
最
初
、
近
世
の
江
戸
の
住
人
た
ち
が
日
常
的
に
行
っ
て
い
た
動
作
（
し
ぐ
さ
）
の
意
味
だ
と
思
っ

た
。
し
か
し
、
少
し
調
べ
た
だ
け
で
こ
の
認
識
は
誤
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
現

代
人
の
造
語
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

現
在
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
普
及
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
い
う
団

体
の
Ｈ
Ｐ
で
は
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
、
江
戸
商
人
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
築
き
上
げ
た
、
上
に
立
つ
者
の
行
動
哲
学
で
す
。

よ
き
商
人
と
し
て
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
商
人
道
で
、
人
間
関
係
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
知

恵
で
も
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
は
、
二
六
〇
年
以
上
も
の
間
、
戦
争
の
な
い
平
和
な
時
代
が
続
き
ま

し
た
。
そ
の
平
和
な
安
心
な
社
会
を
支
え
た
の
が
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
い
う
人
づ
き
あ
い
、
共
生
の
知

恵
で
す
。

　

つ
ま
り
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
漠
然
と
し
た
動
作
の
意
味
で
は
な
く
「
行
動
哲
学
」
で
あ
り
「
商
人
道
」

　
⇒

『
江
戸
名
所
図
絵
』
日

本
橋
よ
り
。
幕
末
の
町

人
人
口
は
五
四
万
人
に

達
し
た
。
武
士
な
ど
も

含
め
た
総
人
口
は
、
一

八
世
紀
に
は
一
〇
〇
万

人
を
超
え
た
と
考
え
る

研
究
者
も
い
る
。
一
〇

〇
万
人
を
超
え
て
い
た

と
す
る
な
ら
ば
、
当
時

世
界
最
大
の
人
口
を
誇

る
都
市
と
い
う
こ
と
に

な
る
。「
江
戸
し
ぐ
さ
」

伝
承
譚
に
あ
る
よ
う
な

江
戸
っ
子
虐
殺
を
行
う

の
は
至
難
の
業
だ
っ
た

だ
ろ
う
。



で
あ
り
「
共
生
の
知
恵
」
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
「
し
ぐ
さ
」
に
漢
字

を
当
て
る
場
合
は
一
般
的
な
「
仕
草
」
で
は
な
く
特
に
「
思
草
」
を
用
い
る
と
い
う
。

　

も
ち
ろ
ん
江
戸
商
人
の
行
動
哲
学
な
る
も
の
が
成
文
化
さ
れ
て
残
っ
て
い
た
な
ら
、
そ
れ
自
体
は
文
化

史
・
思
想
史
の
立
場
か
ら
貴
重
な
資
料
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
江
戸
し
ぐ
さ
」
で
も
認
め
て
い
る
こ
と
だ
が
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
す
べ
て
口

伝
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
古
い
文
献
や
実
在
の
証
拠
は
一
切
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
「
江
戸

し
ぐ
さ
」
が
江
戸
時
代
の
平
和
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
同
法
人
の
主
張
も
、
裏
付
け
る
根
拠
は
な
い
。

　

だ
が
、
一
方
で
企
業
の
社
員
研
修
や
自
治
体
・
青
年
会
議
所
・
大
学
な
ど
で
主
催
す
る
市
民
講
座
で
「
江

戸
し
ぐ
さ
」
が
教
材
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　

ま
た
、
最
近
で
は
、
公
教
育
の
現
場
で
も
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
積
極
的
に
導
入
さ
れ
て
い
る
。

社
員
研
修
・
市
民
講
座
か
ら
学
校
教
育
ま
で

　

従
業
員
研
修
に
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
公
表
し
て
い
る
企
業
は
多
い
。

　

東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
、
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
シ
ー
な
ど
の
運
営
で
有
名
な
株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル

ラ
ン
ド
や
、
関
東
以
北
の
高
速
道
路
を
管
理
運
営
す
る
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
東
日
本
（
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
）
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な
ど
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。

　

特
に
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
東
日
本
で
は
、
東
北
自
動
車
道
羽
生
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
に
「
鬼
平
江
戸
処
」
と
い

う
テ
ー
マ
パ
ー
ク
を
設
け
、
そ
こ
で
従
業
員
だ
け
で
な
く
利
用
者
に
も
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に
つ
い
て
知
っ

て
も
ら
う
た
め
の
講
習
な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
「
鬼
平
江
戸
処
」
で
は
池い

け

波な
み

正し
ょ
う

太た

郎ろ
う

の
『
鬼お

に

平へ
い

犯は
ん

科か

帳ち
ょ
う』

の
世
界
を
再
現
し
た
と
謳
っ
て
い

る
が
、
池
波
の
作
品
に
は
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
。

　

ま
た
、
主
に
新
潟
県
内
で
活
動
す
る
「
新
潟
江
戸
し
ぐ
さ
研
究
会
」
や
福
岡
市
を
拠
点
に
九
州
一
円
で

活
動
す
る
「
ゆ
な
さ
塾
」
な
ど
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に
基
づ
く
社
員
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
て
い
る
企

業
・
団
体
も
あ
り
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
が
地
方
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

学
校
教
科
書
や
副
読
本
に
も
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
育
鵬
社
刊
の
教
科
書
『
中
学

社
会 

新
し
い
み
ん
な
の
公
民
』
で
は
平
成
二
四
年
度
（
二
〇
一
二
）
版
か
ら
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
い
う
コ

ラ
ム
を
設
け
、
そ
の
中
で
実
際
の
江
戸
時
代
の
習
慣
と
し
て
肯
定
的
に
扱
っ
て
い
る
。

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
教
育
現
場
に
普
及
し
た
団
体
と
し
て
代
表
的
な
も
の
に
は
、
全
国
小
中
高
の
教
師
合

わ
せ
て
数
万
名
も
の
会
員
数
を
誇
る
Ｔ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
（
教
育
技
術
の
法
則
化
運
動
）
が
あ
る
。
Ｔ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
で
は

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
導
入
し
た
授
業
の
進
行
例
を
ウ
ェ
ブ
上
に
公
開
し
て
い
る
。
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自
治
体
や
教
育
委
員
会
と
し
て
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
奨
励
し
た
地
域
も
日
本
各
地
に
あ
り
、
そ
れ
ら
の

地
域
の
学
校
で
は
Ｔ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
の
会
員
で
は
な
い
教
師
も
、
ウ
ェ
ブ
で
公
開
さ
れ
た
授
業
例
を
参
考
に
し
て

い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

普
及
に
手
を
貸
す
マ
ス
コ
ミ

　

ま
た
、
マ
ス
コ
ミ
も
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
普
及
に
一
役
買
っ
て
い
る
。

　

テ
レ
ビ
に
お
い
て
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ロ
ー
カ
ル
番
組
（
東
京
以
外
の
地
方
支
局
含
む
）
や
フ
ジ
テ
レ
ビ
系
『
テ

レ
ビ
寺
子
屋
』
な
ど
で
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
が
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

新
聞
に
関
し
て
い
う
と
、『
朝
日
新
聞
』
で
は
夕
刊
生
活
情
報
面
マ
リ
オ
ン
で
「
暮
ら
し
う
る
お
う
江
戸

し
ぐ
さ
」
と
い
う
コ
ラ
ム
が
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
に
か
け
て
連
載
さ
れ
て
い
た
（
後
に
朝
日
新
聞

社
か
ら
単
行
本
化
）。

　

朝
日
に
限
ら
ず
、
読
売
新
聞
・
産
経
新
聞
・
毎
日
新
聞
な
ど
の
全
国
紙
本
紙
、
新
聞
社
発
行
の
雑
誌
で

は
『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』
な
ど
で
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に
関
す
る
記
事
や
コ
ラ
ム
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
い
ず
れ
も
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に
好
意
的
な
内
容
で
あ
る
。
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地
方
紙
で
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
普
及
に
熱
心
な
の
は
、
公
称
八
〇
万
部
以
上
と
九
州
地
方
で
の
ト
ッ
プ
シ

ェ
ア
を
誇
る
『
西
日
本
新
聞
』
で
あ
る
。

　

同
紙
で
は
現
在
、
毎
月
二
回
「
お
も
て
な
し
塾　

マ
ン
ガ
で
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
を
連
載

し
て
い
る
。

　

ま
た
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
普
及
活
動
の
記
事
も
積
極
的
に
掲
載
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
最
近
で
は
、
二
〇

一
四
年
六
月
二
三
日
付
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
を
教
師
と
親
学
ぶ　

篠
栗
町
で
３
０
０
人
」
と
い
う
記
事
が
あ

る
。（
内
容
は
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
に
よ
る
勉
強
会
に
関
す
る
も
の
。
篠
栗
町
は
福
岡
県
粕
屋
郡
に
あ
る
）。

　

本
書
の
検
討
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
い
や
、
そ
の
伝
来
譚
の
さ
わ
り
の
部
分
だ
け
で
も
お
か
し
い

と
感
じ
る
は
ず
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
だ
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
や
主
要
新
聞
の
状
況
を
見
て
い
る
と
、「
報
道
と
は
一

体
な
ん
な
の
か
」
と
暗
澹
た
る
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
。

文
部
科
学
省
の
教
材
に
ま
で
登
場

　

し
か
し
、
も
っ
と
も
危
惧
す
べ
き
は
教
育
の
現
場
に
お
け
る
浸
透
で
あ
る
。

　

文
部
科
学
省
で
は
第
二
次
安
倍
政
権
下
で
の
教
育
改
革
を
受
け
て
、
平
成
二
六
年
度
か
ら
新
し
い
道
徳

教
材
と
し
て
『
私
た
ち
の
道
徳
』
を
作
成
し
た
。
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そ
の
小
学
校
５
・
６
年
生
用
で
は
、「
礼
儀
正
し
く
真
心
を
も
っ
て　

江
戸
し
ぐ
さ
に
学
ぼ
う
」
と
い
う

小
見
出
し
で
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
正
式
に
教
材
と
し
て
用
い
て
い
る
。
ち
な
み
に
道
徳
は
現
状
の
学
校
制

度
で
は
正
式
な
教
科
で
は
な
い
た
め
、
検
定
済
教
科
書
は
存
在
し
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
文
部
科
学
省
が

統
一
の
教
材
を
作
り
、
教
科
書
出
版
社
が
そ
の
副
読
本
を
教
育
現
場
に
向
け
て
販
売
す
る
と
い
う
形
式
を

と
っ
て
い
る
。

　

道
徳
教
材
と
し
て
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
導
入
は
こ
こ
最
近
で
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
小
学
校
の
道

徳
用
副
読
本
で
は
東
京
書
籍
『
明
日
を
め
ざ
し
て
』、
学
校
図
書
『
か
が
や
け　

み
ら
い
』
が
早
く
か
ら

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
導
入
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
中
学
校
に
つ
い
て
も
、
日
本
標
準
『
中
学
校
道
徳
副
読
本
１
年　

み
ん
な
で
生
き
方
を
考
え
る

道
徳
』、
学
研
『
中
学
生
の
道
徳
１
年　

か
け
が
え
の
な
い
き
み
だ
か
ら
』、
日
本
文
教
出
版
『
中
学
校
道

徳　

あ
す
を
生
き
る
』、
正
進
社
『
中
学
生　

キ
ラ
リ
☆
道
徳
』
な
ど
の
道
徳
副
読
本
が
「
江
戸
し
ぐ
さ
」

を
と
り
い
れ
た
授
業
に
対
応
で
き
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
公
民
教
科
書
で
は
、
育
鵬
社
の
『
中
学
社
会 
新
し
い
み
ん
な
の
公
民
』
が
平
成
2
4
年
度
版

か
ら
コ
ラ
ム
と
し
て
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
好
意
的
に
と
り
あ
げ
て
い
る
。
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ち
な
み
に
、
沖
縄
県
石
垣
市
・
与
那
国
町
・
竹
富
町
で
構
成
す
る
教
科
用
図
書
八
重
山
地
区
採
択
協
議

会
で
は
、
二
〇
一
一
年
夏
に
中
学
公
民
教
科
書
と
し
て
こ
の
育
鵬
社
版
を
採
択
し
た
が
、
竹
富
町
が
そ
れ

を
拒
否
し
て
他
社
の
教
科
書
を
採
用
し
た
た
め
、
竹
富
町
の
決
定
を
尊
重
す
る
沖
縄
県
教
育
委
員
会
と
採

択
協
議
会
の
決
定
を
後
押
し
す
る
文
部
科
学
省
ま
で
巻
き
込
ん
だ
騒
動
に
な
っ
た
（
二
〇
一
四
年
、
沖
縄
県

教
委
が
竹
富
町
の
採
択
協
議
会
か
ら
の
離
脱
を
認
め
文
部
科
学
省
が
違
法
確
認
訴
訟
断
念
と
い
う
形
で
一
応
決
着
）。

　

こ
れ
ら
の
教
科
書
・
教
材
・
授
業
例
で
は
、
い
ず
れ
も
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
が
江
戸
時
代
か
ら
現
代
ま
で

伝
わ
っ
た
の
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
実
際
に
は
江
戸
時
代
の
も
の
と
み
な
す
根
拠
が
な

い
こ
と
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

す
で
に
平
成
二
四
年
度
の
時
点
で
公
民
の
教
科
書
検
定
に
パ
ス
し
た
上
、
平
成
二
六
年
度
か
ら
の
文
部

科
学
省
の
道
徳
教
材
へ
の
正
式
採
用
で
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
い
わ
ば
お
上
の
お
墨
付
き
と
な
っ
た
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

恐
怖
の
「
江
戸
っ
子
狩
り
」
と
隠
れ
江
戸
っ
子
の
苦
難

　

さ
て
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
江
戸
の
商
人
の
間
で
は
広
く
共
有
さ
れ
た
行
動
哲
学
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か

し
、
最
近
ま
で
そ
の
内
容
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
「
江
戸
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し
ぐ
さ
」
は
つ
い
最
近
ま
で
忘
れ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
越
川
禮
子
氏
に
よ
る
と
、
そ
の
原
因
は
、
幕
末
・
明
治
期
に
薩さ

っ

長ち
ょ
う

勢
力

が
行
っ
た
「
江
戸
っ
子
狩
り
」
に
求
め
ら
れ
る
。

　

江
戸
っ
子
を
一
部
の
官
軍
は
目
の
色
を
変
え
て
追
い
回
し
た
。〝
江
戸
っ
子
狩
り
〞
は
嵐
の
よ
う
に

吹
き
荒
れ
た
。
摘
発
の
目
安
は
〝
江
戸
し
ぐ
さ
〞。
こ
と
に
女
、
子
ど
も
が
狙
わ
れ
た
。
私
た
ち
の
目
に

は
ふ
れ
な
い
が
、
ベ
ト
ナ
ム
の
ソ
ン
ミ
村
、
ア
メ
リ
カ
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
ウ
ー
ン
デ
ッ
ド
ニ
ー
の
殺
戮
に
も

匹
敵
す
る
ほ
ど
の
血
が
流
れ
た
と
い
う
話
も
あ
な
が
ち
噓
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
史
実

の
記
録
は
お
ろ
か
、
小
説
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
が
」（
越
川
禮
子
『
商
人
道
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
知
恵
袋
』
一
五
七
〜
一
五
八
頁
）

　

こ
の
「
江
戸
っ
子
狩
り
」
の
魔
手
を
逃
れ
る
た
め
、
多
く
の
江
戸
っ
子
が
地
方
に
逃
れ
て
隠
れ
江
戸
っ

子
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
江
戸
っ
子
脱
出
を
手
引
き
し
た
の
は
幕
臣
の
勝か

つ

海か
い

舟し
ゅ
うで

、
両
国
か
ら
船
を
出

し
て
武む

蔵さ
し

や
上か

ず

総さ

に
何
万
と
い
う
人
を
送
っ
た
。
彼
ら
は
近
く
は
神
奈
川
、
埼
玉
、
遠
く
は
北
海
道
の
函

館
ま
で
逃
れ
て
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
伝
え
る
江
戸
講
の
組
織
を
維
持
し
続
け
て
い
た
。

　

ま
た
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
も
と
も
と
口
伝
で
書
き
物
を
残
す
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
上
に
、
江
戸
っ
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子
た
ち
が
江
戸
に
関
す
る
記
録
を
薩
長
勢
力
に
わ
た
す
こ
と
を
こ
ば
ん
で
す
べ
て
焼
き
捨
て
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
た
め
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に
関
す
る
わ
ず
か
な
覚
書
ま
で
失
わ
れ
た
の
だ
と
い
う
。

　

薩
長
の
子
孫
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
濡
れ
衣
も
い
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
勝
海
舟
の
履
歴
に
も
そ
の

よ
う
な
事
実
は
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
勝
の
尽
力
で
命
脈
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
三
八
年
施
行
の
国
家
総
動
員
法
で
集
会
が
禁
じ
ら
れ
た
た
め
、
江
戸
講
は
そ
の
組
織

を
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
多
く
の
隠
れ
江
戸
っ
子
が
戦
争
に
駆
り
出
さ
れ
て
帰
っ
て
こ
な
か
っ

た
た
め
、
地
方
の
江
戸
講
で
の
伝
承
は
絶
え
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

越
川
氏
の
言
う
ウ
ー
ン
デ
ッ
ド
・
ニ
ー
は
一
八
九
〇
年
、
第
７
騎
兵
隊
が
行
な
っ
た
ス
ー
族
虐
殺
の
舞

台
と
な
っ
た
サ
ウ
ス
ダ
コ
ダ
州
の
地
名
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
映
画
『
ア
イ
ア
ン
マ
ン
３
』（
二
〇
一
三
）

に
お
け
る
悪
役
マ
ン
ダ
リ
ン
の
反
米
演
説
の
中
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
犠
牲
者
数
は
、
多
く
見
積

も
っ
て
約
三
〇
〇
人
と
さ
れ
る
。

　

ソ
ン
ミ
村
は
一
九
六
八
年
、
ベ
ト
コ
ン
追
討
の
名
目
で
米
軍
が
非
武
装
の
民
間
人
五
〇
四
人
を
殺
害
し

た
場
所
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
地
名
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
負
の
側
面
を
示
す
例
と
し
て
、
七
〇
〜
八
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〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
公
民
権
運
動
の
中
で
よ
く
並
べ
て
言
及
さ
れ
た
。

　

と
は
い
え
、
ど
ち
ら
の
事
件
も
凄
惨
で
は
あ
る
が
犠
牲
者
は
数
百
人
単
位
で
あ
る
。
一
方
、
幕
末
期
に

お
け
る
江
戸
町
方
の
人
口
は
新
政
府
に
よ
る
調
査
で
町
奉
行
・
寺
社
奉
行
支
配
合
わ
せ
て
五
四
万
人
近
か

っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
数
百
人
、
そ
れ
も
伝
承
の
担
い
手
で
は
な
い
女
子
供
を
主
に
殺
害
す
る
こ

と
で
、
広
く
共
有
さ
れ
た
伝
承
が
絶
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、「
江
戸
っ
子
狩
り
」
を
記
し
た
文
献
は
、
古
文
書
や
記
録
ど
こ
ろ
か
小
説
に
さ
え
な
い
こ
と
を

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
伝
承
者
と
い
う
人
物
さ
え
認
め
て
い
る
。
証
拠
が
残
っ
て
い
な
い
の
は
虐
殺
の
た
め
、

そ
の
虐
殺
を
記
し
た
証
拠
も
残
っ
て
い
な
い
、
こ
れ
で
は
ま
る
で
話
に
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
。

　

ち
な
み
に
事
実
と
し
て
は
、
幕
末
・
明
治
初
期
に
お
け
る
江
戸
町
方
の
記
録
は
大
量
に
残
っ
て
お
り
、

意
図
的
に
記
録
が
隠
滅
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

　

ま
た
、
新
政
府
は
一
八
六
八
年
五
月
の
江
戸
開
城
後
、
同
年
七
月
に
上
野
戦
争
で
彰
義
隊
ら
旧
幕
府
勢

力
を
打
ち
破
る
ま
で
は
む
し
ろ
旧
幕
府
勢
力
に
よ
る
略
奪
や
兵
士
へ
の
暴
行
や
殺
害
に
悩
ま
さ
れ
て
お
り
、

上
野
戦
争
後
は
長
岡
・
会
津
・
箱
館
政
府
と
の
戦
い
に
相
次
い
で
兵
を
繰
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
た
め
、「
江
戸
っ
子
狩
り
」
な
ど
行
え
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
伝
来
譚
に
お
け
る
「
江
戸
っ
子
狩
り
」
の
話
は
眉
唾
物
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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「
し
ぐ
さ
」
を
「
思
草
」
と
書
く
意
味

　

と
こ
ろ
で
先
述
の
よ
う
に
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
「
江
戸
思
草
」
と
も
表
記
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
思

草
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に
関
す
る
初
期
の
文
献
で
あ
る
越
川
禮
子
氏
の
著
書
『
江
戸
の
繁
盛
し
ぐ
さ
』
に
よ
る

と
、「
し
ぐ
さ
」
と
は
心
が
外
に
出
た
も
の
、
す
な
わ
ち
親
き
ょ
う
だ
い
か
ら
の
イ
ン
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ

（
刷
り
込
み
）
で
、
そ
の
人
に
刷
り
込
ま
れ
た
考
え
方
が
顔
の
表
情
や
く
せ
に
な
っ
て
体
の
表
面
に
現
れ
た

も
の
だ
と
い
う
。

　

つ
ま
り
「
し
ぐ
さ
」
の
根
底
に
は
そ
の
人
の
心
、
思
い
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
仕
草
」
の
前
に
「
思

草
」
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
、
そ
の
イ
ン
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
通
し
て
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
と
口
伝
え
、

目
伝
え
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
内
容
を
書
き
物
に
す
る
と
俗
化
し
て
し
ま
う
の
で
、
江
戸

っ
子
た
ち
は
あ
え
て
書
物
化
、
文
章
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
文
献
は
残

ら
な
か
っ
た
と
い
う
（「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
文
献
が
残
っ
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
別
の
説
明
も
あ
る
が
、
そ

の
点
は
後
述
）。
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ち
な
み
に
、
思
草
と
い
う
字
面
の
言
葉
は
実
際
に
近
世
以
前
の
古
語
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
お

も
ひ
ぐ
さ
」
と
訓
じ
ら
れ
、
物
思
い
の
原
因
と
な
る
物
事
の
意
味
、
も
し
く
は
植
物
の
名
（
諸
説
あ
る
が
通

常
は
ナ
ン
バ
ン
ギ
セ
ル
の
意
味
と
さ
れ
る
）
を
示
す
歌
言
葉
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
思
草

に
は
関
係
は
な
い
だ
ろ
う
。
第
一
、「
し
ぐ
さ
」
に
「
思
草
」
を
当
て
る
と
い
う
発
想
自
体
が
古
典
で
思
草

と
い
う
言
葉
に
馴
染
ん
で
い
る
人
か
ら
は
出
て
き
そ
う
に
な
い
。
つ
ま
り
は
古
典
と
の
馴
染
み
が
薄
い
現

代
人
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
表
記
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
表
記
に
つ
い
て
考
証
す
る
こ
と
自
体
、
実
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
話
だ

っ
た
り
す
る
。
と
い
う
の
も
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
現
代
人
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
生
じ
た
言

葉
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
第
三
章
参
照
）。
ち
な
み
に
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
も
と
も
と
「
商
人
し
ぐ
さ
」「
繁

盛
し
ぐ
さ
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
当
初
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
同
義
語
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
た
言
葉
で
あ
り
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
同
様
、
現
代
の
造
語
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

現
在
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
い
う
語
は
三
件
（
出
願
中
を
含
め
四
件
）
商
標
登
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
が
あ
っ
さ
り
認
可
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
言
葉
が
歴
史
的
背
景
や
普
遍
性
を
持
た
な
い
言
葉
だ
っ
た
か
ら

こ
そ
だ
ろ
う
。
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一
九
八
〇
年
代
、『
読
売
新
聞
』
に
突
然
現
れ
た
「
江
戸
し
ぐ
さ
」

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
い
う
言
葉
が
文
献
上
、
最
初
に
現
れ
た
の
は
一
九
八
一
年
八
月
二
八
日
付
『
読
売
新

聞
』
の
「
編
集
手
帳
」
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
中
で
は
「
江
戸
の
良
さ
を
見
な
お
す
会
」
の
江
戸
文
化
研
究
に
つ
い
て
、
江

戸
町
人
の
独
特
の
振
り
で
あ
る
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
も
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
、
と
い
う
扱
い
に
な

っ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
一
九
八
三
年
二
月
二
三
日
付
同
紙
「
編
集
手
帳
」
で
も
、「
江
戸
の
良
さ
を
見
な
お

す
会
」
の
芝
三
光
と
い
う
人
物
が
、「
江
戸
町
民
の
し
ぐ
さ
」
を
「
文
献
に
当
た
っ
た
り
、
古
老

か
ら
聞
き
出
し
た
り
し
て
掘
り
起
こ
す
」
作
業
を
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を

子
供
た
ち
に
演
技
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
子
供
た
ち
の
間
に
新
し
い
マ
ナ
ー
が
生
ま
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
一
九
八
三
年
五
月
三
一
日
付
、
同
紙
都
民
版
朝
刊
に
は
「『
江
戸
し
ぐ
さ
』
に
学
ぼ

う
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、
芝
を
代
表
と
す
る
「
江
戸
の
良
さ
を

見
な
お
す
会
」
が
「
文
献
に
あ
た
っ
た
り
古
老
に
尋
ね
た
り
し
て
」
収
集
し
た
「
江
戸
し
ぐ
さ
」

を
高
校
生
に
実
演
さ
せ
た
ビ
デ
オ
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
記

『読売新聞』1981
年 8月28日付朝刊
より。好意的にとり
あげる記事である。
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事
に
よ
る
と
そ
の
内
容
は
あ
い
さ
つ
の
仕
方
な
ど
で
、
現
在
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
同
じ
も
の

で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

一
九
八
五
年
一
〇
月
一
六
日
、
同
紙
「
論
点
」
に
「
江
戸
の
良
さ
を
見
な
お
す
会
主
宰
」
の

肩
書
で
芝
三
光
の
「
今
こ
そ
必
要
な
『
江
戸
し
ぐ
さ
』
人
間
関
係
円
滑
化
の
知
恵
」
と
い
う
投

稿
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
文
章
は
「
江
戸
し
ぐ
さ
で
は
、
足
を
踏
ま
れ
た
者
も
謝
り
ま
す
。
先
を
見
通
し
て
足
を

引
っ
込
め
な
か
っ
た
ウ
カ
ツ
さ
を
反
省
す
る
の
で
す
」
と
い
う
文
で
始
ま
り
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」

に
関
す
る
具
体
的
説
明
も
な
い
ま
ま
、
次
の
よ
う
に
そ
の
効
能
を
宣
伝
し
て
い
た
。

　

見
ず
知
ら
ず
の
人
に
出
会
っ
た
と
き
、
敵
対
行
為
を
せ
ず
、
天
子
・
将
軍
よ
り
も
偉
い
人

と
思
っ
て
接
す
る
江
戸
し
ぐ
さ
の
気
構
え
が
身
に
付
い
て
い
れ
ば
、
無
差
別
犯
罪
や
悪
徳
商

法
な
ど
の
非
社
会
的
な
犯
罪
行
為
の
横
行
す
る
余
地
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

い
ま
深
刻
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
い
じ
め
や
体
罰
も
、
体
力
や
年
齢
に
応
じ
た
し
つ

け
や
し
ぐ
さ
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
テ
レ
ビ
を
騒
が
せ
る
よ
う
な
悲
惨
な
事
態
に
は
な
ら
な
い
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で
し
ょ
う
。

　

以
上
、
芝
が
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
説
き
始
め
た
当
初
、
普
及
の
主
な
舞
台
は
『
読
売
新
聞
』
だ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

具
体
化
し
て
ゆ
く
「
江
戸
し
ぐ
さ
」

　

一
方
で
こ
の
時
期
の
芝
は
、
講
演
や
公
開
講
座
に
お
い
て
も
、
そ
の
江
戸
文
化
研
究
の
成
果

を
世
に
問
う
て
い
た
。

　

た
と
え
ば
、
一
九
八
四
年
度
の
跡
見
学
園
女
子
大
学
に
お
け
る
公
開
講
座
に
お
い
て
芝
が
「
は

た
ら
く

―
江
戸
の
職
人
の
世
界
」
と
い
う
題
で
講
演
し
た
内
容
は
同
講
座
の
司
会
を
担
当
し

た
同
大
学
教
員
の
藤
崎
康
彦
氏
に
よ
る
レ
ポ
ー
ト
が
残
っ
て
い
る
（
藤
崎
康
彦
「『
文
化
と
型
』
再
考

―
芝
三
光

氏
講
義
『
は
た
ら
く
』
へ
の
コ
メ
ン
ト

―
」『
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
一
九
八
五
年
三
月
号
）。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
江
戸
の
文
化
が
断
絶
し
た
の
は
「
新
政
府
の
も
と
で
江
戸
っ
子
達
は
自
ら

を
語
ろ
う
と
せ
ず
時
代
の
変
化
の
中
で
、
い
わ
ば
世
の
中
か
ら
ひ
き
こ
も
っ
て
し
ま
っ
た
」
た

『読売新聞』1983年2月
23日付朝刊より。記事に
よると、芝から売り込み
の電話があったという。
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め
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
、
先
述
の
「
江
戸
っ
子
狩
り
」
の
設
定
が
で
き

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

一
九
八
六
年
、「
江
戸
の
良
さ
を
見
な
お
す
会
」
の
著
者
名
義
で
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に
関
す
る

最
初
の
書
籍
『
今
こ
そ
江
戸
し
ぐ
さ
第
一
歩
』
が
刊
行
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
書
籍
、「
江
戸

し
ぐ
さ
」
の
効
能
を
謳
っ
た
り
、
芝
と
思
わ
れ
る
著
者
の
随
想
を
語
っ
た
り
す
る
ば
か
り
で
、

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
内
容
や
伝
来
の
経
緯
な
ど
は
一
切
語
ら
れ
な
い
と
い
う
不
思
議
な
本
で
あ
る
。

　

興
味
深
い
の
は
こ
の
本
の
「
あ
と
が
き
」
に
あ
る
次
の
く
だ
り
で
あ
る
。

　

講
演
会
の
域
を
出
な
か
っ
た
『
江
戸
の
良
さ
を
見
な
お
す
会
』
に
も
、
江
戸
し
ぐ
さ
の
ロ

ー
ル
プ
レ
イ
を
始
め
よ
う
と
い
う
機
運
が
出
て
き
ま
し
た
。
頭
で
な
く
、
体
で
覚
え
な
く
て

は
意
味
が
な
い
と
主
張
し
、
体
験
学
習
会
を
開
く
の
が
宿
願
だ
っ
た
私
に
は
嬉
し
い
こ
と
で

し
た
。 

（『
今
こ
そ
江
戸
し
ぐ
さ
第
一
歩
』
二
三
二
頁
）

　

同
じ
本
の
一
四
八
頁
に
は
「
次
巻
予
告
・
日
常
生
活
の
中
の
『
江
戸
し
ぐ
さ
』
の
一
部
」
と

し
て
大
き
な
荷
物
を
持
っ
て
す
れ
ち
が
う
、
後
か
ら
来
た
人
の
た
め
に
座
席
を
つ
め
る
、
電
話
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を
と
る
、
と
い
っ
た
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
撮
影
し
た
と
思
わ
れ
る
写
真
が
お
さ
め

ら
れ
て
い
る
。

　

ど
う
や
ら
こ
の
時
点
で
は
続
編
と
し
て
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
テ
ー
マ
と
す
る
本
を
構

想
し
て
は
い
た
ら
し
い
。

　

し
か
し
、
芝
が
主
宰
し
て
い
る
は
ず
の
「
江
戸
の
良
さ
を
見
な
お
す
会
」
が
こ
の
直
前
ま
で
講
演
会
の

域
を
出
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
内
容
も
ま
だ
固
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
お
そ
ら
く
は
高
校
生
の
ビ
デ
オ
撮
影
な
ど
で
積
み
重
ね
た
試
行
錯
誤
が
よ
う
や
く
形
に
な
っ
て

き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
九
八
〇
年
代
の
史
料
に
よ
る
限
り
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
い
う
の
は
そ
の
時
期
に
突
然
、
特
定
の
人
物

（
も
し
く
は
、
そ
の
人
物
が
主
宰
す
る
団
体
）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
は
じ
め
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
も
、
そ
の

人
物
の
研
究
の
成
果
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
現
在
の
形
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
が
で
き
あ
が
っ
た
の
は
い
つ
頃

か
ら
な
の
か
。

　

そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る
提
唱
者
・
芝
三
光

と
現
在
の
形
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
復
興
さ
せ
た
第
一
の
功
労
者
・
越
川
禮
子

江戸の良さを見なおす会『今こそ江戸
しぐさ第一歩』（1986年、稜北出版）。
表紙の人々は「この本づくりに関係し
た人々」だという。謎のセンスだ。
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氏
と
い
う
二
人
の
人
物
に
つ
い
て
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。

　

芝
と
越
川
の
二
人
に
つ
い
て
は
、
本
書
第
三
章
及
び
第
四
章
で
じ
っ
く
り
と
追
う
こ
と
に
し
て
、
次
章

で
は
ま
ず
、
個
々
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
が
い
か
に
あ
り
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
創
作
の
背
景
に
何
が

あ
っ
た
の
か
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

コ
ラ
ム　

登
録
商
標
と
し
て
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」

現
在
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
い
う
語
の
登
録
商
標
は
３
件
認
可
済
み
、
１
件
出
願
中
で
あ
る
。

★
２
０
０
８
年
３
月
出
願
、
同
年
９
月
認
可
、

　
　
適
用
範
囲

「
焼
の
り
、
干
し
の
り
、
味
付
け
の
り
」（
商
品
名
）

★
２
０
０
８
年
９
月
出
願
、
２
０
０
９
年
６
月
認
可
。

　
　
適
用
範
囲

「
飲
食
物
の
提
供
」（
東
京
神
田
に
あ
る
居
酒
屋
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
屋
号
）

★
２
０
０
９
年
１
月
出
願
、
同
年
10
月
認
可
。

　
　
　
適
用
範
囲
は
次
の
通
り
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「
紙
類
、
文
房
具
類
、
印
刷
物
」「
セ
ミ
ナ
ー
の
企
画
・
運
営
又
は
開
催
、
書
籍
の
制
作
、

電
子
出
版
物
の
提
供
、
教
育
・
文
化
・
娯
楽
・
ス
ポ
ー
ツ
用
ビ
デ
オ
の
制
作
（
映
画
・
放
送

番
組
・
広
告
用
の
も
の
を
除
く
。）」

　
　
〈
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
江
戸
し
ぐ
さ
〉

★
２
０
１
４
年
２
月
出
願
、
現
在
審
査
中
。

　
　
適
用
範
囲
は
次
の
通
り

「
広
告
業
、
経
営
の
診
断
又
は
経
営
に
関
す
る
助
言
、
市
場
調
査
又
は
分
析
、
商
品
の
販

売
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
ホ
テ
ル
の
事
業
の
管
理
、
広
告
用
具
の
貸
与
、
新
聞
記
事
情

報
の
提
供
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
広
告
、
雑
誌
に
よ
る
広
告
、
新
聞
に
よ
る
広
告
、

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
よ
る
広
告
、
ラ
ジ
オ
に
よ
る
広
告
、
屋
外
広
告
物
に
よ
る
広
告
、
街
頭

及
び
店
頭
に
お
け
る
広
告
、
物
の
配
布
商
品
の
実
演
に
よ
る
広
告
、
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル

に
よ
る
広
告
、
広
告
宣
伝
物
の
企
画
及
び
制
作
、
広
告
の
企
画
、
広
告
の
た
め
の
商
品
展

示
会
・
商
品
見
本
市
の
企
画
又
は
運
営
、
広
告
文
の
作
成
、
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
の
装
飾
、

広
告
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
広
告
に
関
す
る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
及
び
情
報
の
提
供
、

広
告
・
事
業
の
管
理
及
び
運
営
並
び
に
一
般
事
務
処
理
に
関
す
る
情
報
の
提
供
（
オ
ン
ラ
イ
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ン
に
よ
る
も
の
を
含
む
。）」「
企
画
旅
行
の
実
施
、
旅
行
者
の
案
内
、
旅
行
に
関
す
る
契
約

（
宿
泊
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）
の
代
理
・
媒
介
又
は
取
次
ぎ
、
企
画
旅
行
に
関
す
る
情
報

の
提
供
、
ツ
ア
ー
旅
行
及
び
巡
航
の
手
配
、
観
光
ツ
ア
ー
の
手
配
及
び
予
約
」（
株
式
会
社

ア
ー
ト
プ
ラ
ン
ナ
ー
ス
・
取
締
役
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
江
戸
し
ぐ
さ
理
事
）
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本
章
の
ま
と
め

◉ 「
江
戸
し
ぐ
さ
」は「
江
戸
商
人
の
行
動
哲
学
」と
定
義
さ
れ
て
い
る

◉ 

企
業
や
教
育
現
場
に
広
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

◉ し
か
し
、そ
の「
発
明
」は
一
九
八
〇
年
代
を
遡
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る

つ
ま
り
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
江
戸
時
代

に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現
代
人

に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る



検
証
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
の
中
の
「
江
戸
」

第
二
章



個
々
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
解
剖
す
る

　

本
章
で
は
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
中
で
も
代
表
的
と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
個
別
の
検
討
を
行
っ
て
い

き
た
い
。

　

序
章
で
述
べ
た
通
り
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
一
九
八
〇
年
代
に
提
唱
さ
れ
は
じ
め
た
も
の
で
あ
り
、
芝
三

光
を
は
じ
め
と
す
る
現
代
人
の
創
作
で
あ
る
。

　

ゆ
え
に
、
実
際
の
江
戸
時
代
の
風
俗
と
か
け
離
れ
て
い
た
り
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
使
う
意
味
が
な

い
、
或
い
は
使
う
と
逆
に
不
利
益
を
被
り
そ
う
な
も
の
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
逆
に
現
代
の
マ
ナ
ー
と
し
て
考
え
る
と
理
屈
が
通
っ
て
い
た
り
す
る
も
の
も
あ
る
。

　

個
々
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
検
討
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
が
生
み
出
さ
れ
た
背
景
を
考
え
て
み
た
い
。

「
傘
か
し
げ
」
は
あ
り
え
た
か

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
代
表
す
る
三
大
し
ぐ
さ
は
「
傘
か
し
げ
」「
肩
引
き
」「
こ
ぶ
し
腰
浮
か
せ
」
だ
と
言

わ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
「
傘
か
し
げ
」
に
つ
い
て
、『
商
人
道
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
知
恵
袋
』（
以
下
『
商
人
道
』）
で
は
次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　
⇒

一
寸
子
花
里
『
文
学
万

代
の
宝
』
よ
り
。
弘
化

年
間
（
一
八
四
四
～
一

八
四
八
）
頃
の
も
の
。

な
か
な
か
真
面
目
に
勉

強
し
な
い
子
供
た
ち
の

姿
が
面
白
い
。
こ
の
錦

絵
が
描
か
れ
た
頃
、
江

戸
に
お
け
る
就
学
率
は

七
〇
％
を
超
え
て
い
た

と
言
わ
れ
る
。「
町
人

哲
学
」
で
あ
っ
た
は
ず

の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
関

連
の
文
献
が
全
く
残
っ

て
い
な
い
の
は
、
ど
う

考
え
て
も
不
可
解
だ
。



　

雨
や
雪
の
日
、
道
路
で
す
れ
違
う
と
き
、
相
手
も
自
分
も
傘
を
外
側
に
傾
け
て
、
一
瞬
、
共
有
の
空

間
を
つ
く
り
、
さ
っ
と
す
れ
違
う
。
お
互
い
の
体
に
雨
や
雪
の
し
ず
く
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と

と
も
に
、
ぶ
つ
か
っ
て
傘
を
破
ら
な
い
よ
う
に
す
る
実
利
的
な
意
味
も
含
ん
で
い
た 

（『
商
人
道
』、
九
三
頁
）

　

し
か
し
、
こ
れ
は
誤
解
に
基
づ
く
創
作
で
あ
る
。

　

浮
世
絵
の
題
材
や
歌
舞
伎
の
小
道
具
に
傘
が
よ
く
使
わ
れ
る
こ
と
、
時
代
劇
な
ど
で
浪
人
の
内
職
と
し

て
よ
く
傘
張
り
が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
誤
解
し
が
ち
だ
が
、
江
戸
で
は
差
し
て
使
う
和
傘
（
唐
傘
）
の
普

及
は
京
や
大
坂
に
比
べ
て
遅
れ
て
い
た
の
だ
。

　

江
戸
時
代
も
末
期
の
天て

ん

保ぽ
う

年
間
（
一
八
三
〇
〜
一
八
四
四
）
頃
に
は
江
戸
で
も
和
傘
の
普
及
が
進
む
が
、

そ
れ
で
も
贅
沢
品
と
い
う
性
格
が
強
か
っ
た
。
江
戸
っ
子
た
ち
は
雨
具
と
し
て
、
主
に
頭
に
か
ぶ
る
笠
や

蓑み
の

を
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

江
戸
で
も
大お

お

店だ
な

の
商
家
で
は
、
急
な
雨
の
際
に
客
に
傘
を
貸
し
出
す
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
こ
れ
は
そ
の
傘
に
入
っ
た
屋
号
を
目
立
た
せ
る
こ
と
に
よ
る
宣
伝
と
い
う
意
味
が
大
き
か
っ
た
。

　

浮
世
絵
や
歌
舞
伎
に
傘
が
出
て
く
る
の
は
贅
沢
品
ゆ
え
で
、
今
で
い
え
ば
雑
誌
グ
ラ
ビ
ア
や
映
画
で
ブ

ラ
ン
ド
品
が
使
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
下
級
武
士
の
内
職
に
傘
張
り
が
好
ま
れ
た
の
も
、
贅
沢
品
に
関
わ
る
ゆ
え
に
他
の
内
職
に
比
べ

て
実
入
り
が
い
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
江
戸
で
傘
を
差
し
た
も
の
同
士
が
す
れ
違
う
と
い
う
状
況
が
、
特
殊
な
し
ぐ
さ
を
必
要

と
す
る
ほ
ど
頻
繁
だ
っ
た
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
あ
る
。

　

ま
た
、
傘
か
し
げ
は
相
手
も
同
じ
動
作
を
す
る
と
い
う
暗
黙
の
了
解
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
（
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
か
し
げ
た
側
が
上
か
ら
の
雨
と
相
手
の
傘
か
ら
の
雨
を
同
時
に
か
ぶ
る
こ
と
に
な
る
）。
そ
れ

な
ら
一
方
が
立
ち
止
ま
っ
て
道
を
譲
る
な
り
、
傘
を
か
し
げ
る
の
で
は
な
く
す
ぼ
め
る
な
り
し
て
ぶ
つ
か

る
の
を
避
け
た
方
が
賢
明
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
和
傘
は
ス
プ
リ
ン
グ
が
入
っ
た
洋
傘
に
比
べ
、
す
ぼ
め
た
ま
ま
手
で
固
定
す
る
の
が
楽
な
構

造
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

江
戸
時
代
末
の
浮
世
絵
師
・
歌う

た

川が
わ

広ひ
ろ

重し
げ

（
一
七
九
七
〜
一
八
五
八
）
が
晩
年
に
描
い
た
錦
絵
『
名
所
江
戸

百
景
』
で
は
、
雨
の
中
、
蓑
笠
を
着
た
人
に
混
ざ
っ
て
和
傘
を
差
す
人
物
も
登
場
す
る
。
そ
こ
に
描
か
れ

る
彼
ら
は
、
し
ば
し
ば
傘
を
す
ぼ
め
る
よ
う
に
し
て
持
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
雨
の
日
に
狭
い
路
地
で
傘
を
差
す
人
同
士
が
出
会
っ
て
も
、
一
方
も
し
く
は
双
方
が
傘
を
す
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ぼ
め
れ
ば
い
い
だ
け
で
傾
け
る
必
要
は
な
い
。

　

さ
ら
に
、
江
戸
の
路
地
で
「
傘
か
し
げ
」
を
行
う
に
は
別
の
問
題
も
あ
る
。

　

江
戸
の
商
家
や
職
人
の
家
は
、
長
屋
で
も
一
戸
建
て
で
も
、
道
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
開
け
広
げ
の
土
間

を
作
り
、
そ
こ
を
店
頭
や
作
業
場
、
調
理
場
な
ど
に
用
い
る
の
が
常
だ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
路
地
で
「
傘
か
し
げ
」
を
や
る
と
、
す
れ
違
う
相
手
の
代
わ
り
に
人
の
家
の
中
に
水
を
ぶ
ち

ま
け
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
傘
か
し
げ
」
は
、
実
際
の
江
戸
の
生
活
で
は

実
用
性
が
な
い
上
、
傍
迷
惑
に
な
り
か
ね
な
い

し
ぐ
さ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

威
嚇
し
あ
う
「
肩
引
き
」

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
で
は
、
雨
の
日
の
「
傘
か
し

げ
」
以
外
に
も
、「
肩
引
き
」「
蟹
歩
き
」
な
ど

狭
い
路
地
で
す
れ
ち
が
う
た
め
の
作
法
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。「
肩
引
き
」
と
は
次
の
よ
う
な
も

歌川広重『名所江戸百景』中
の「大はしあたけの夕立」よ
り。左下に、和傘をすぼめて
歩く人物が描かれている。
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の
で
あ
る
。

　

狭
い
道
路
や
路
地
、
ま
た
は
こ
み
合
う
道
路
で
、
前
方
か
ら
人
が
き
た
と
き
、
お
互
い
に
右
肩
を
引

い
て
、
体
全
体
を
斜
め
に
し
、
胸
と
胸
を
合
わ
せ
る
格
好
で
す
れ
違
う
し
ぐ
さ
。
こ
こ
ろ
は
〝
傘
か
し

げ
〞
と
同
じ
だ
。
右
腕
も
自
然
に
引
く
形
に
な
り
、
江
戸
っ
子
同
士
な
ら
〝
い
つ
く
し
み
の
し
ぐ
さ
〞

を
か
わ
し
つ
つ
、
見
知
ら
ぬ
人
へ
も
敵
意
が
な
い
こ
と
を
〝
肩
引
き
〞
の
し
ぐ
さ
で
表
現
し
て
い
た

 

（『
商
人
道
』
九
四
〜
九
五
頁
）

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
江
戸
し
ぐ
さ
」
で
は
、『
よ
み
が
え
れ
！
江
戸
し
ぐ
さ
』
と
い
う
学
校
教
材
用
動
画
を
制
作

し
て
い
る
。

　

そ
の
中
に
は
、
男
性
二
人
に
よ
る
「
肩
引
き
」
の
実
演
も
収
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
体
を
斜
め
に
し
、

目
配
せ
し
な
が
ら
す
れ
違
う
さ
ま
は
、
威
嚇
し
合
っ
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
の
だ
。

　

江
戸
し
ぐ
さ
講
師
は
女
性
が
多
い
の
で
、
市
民
講
座
な
ど
で
の
実
演
は
優
雅
に
見
え
る
の
だ
ろ
う
が
、

大
の
男
が
や
る
と
「
敵
意
が
な
い
こ
と
」
を
示
す
ど
こ
ろ
か
、
い
わ
ゆ
る
「
ガ
ン
を
つ
け
た
」
よ
う
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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海
軍
式
の
「
蟹
歩
き
」

　

ま
た
、「
蟹
歩
き
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

辺
し
か
歩
け
な
い
よ
う
な
道
で
す
れ
違
う
と
き
に
は
、
互
い
に
カ
ニ
の
よ
う
に
横
歩
き
す
る
こ
と
。

一
見
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
し
ぐ
さ
だ
が
、
と
て
も
つ
つ
し
み
深
い
〝
往
来
し
ぐ
さ
〞
だ
。
聞
く
と
こ
ろ
、

ま
だ
、
江
戸
教
育
の
よ
さ
を
知
っ
て
い
た
先
生
が
残
っ
て
い
た
戦
前
の
小
学
校
で
は
、
雨
の
日
、
体
育

館
で
児
童
た
ち
に
〝
蟹
歩
き
〞
の
練
習
を
さ
せ
て
い
た
そ
う
だ
。 

（『
商
人
道
』
九
七
〜
九
八
頁
）

　

ま
ず
、
教
師
が
「
蟹
歩
き
」
を
小
学
校
の
体
育
館
で
お
お
っ
ぴ
ら
に
練
習
さ
せ
て
い
た
と
い
う
の
は
、

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
秘
伝
だ
っ
た
と
い
う
話
と
矛
盾
し
て
い
る
。

　

ま
た
、「
聞
く
と
こ
ろ
」
と
い
う
が
、
越
川
氏
は
い
っ
た
い
誰
か
ら
戦
前
の
小
学
校
の
話
を
聞
い
た
の
か
。

　

そ
れ
は
「
蟹
歩
き
」
を
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
一
つ
と
み
な
し
て
い
る
人
物
、
つ
ま
り
は
芝
と
考
え
る
の

が
妥
当
だ
ろ
う
。

　

芝
の
小
学
生
時
代
が
い
つ
ご
ろ
か
、
芝
の
生
年
に
は
幾
つ
か
説
が
あ
る
が
、
私
は
一
九
三
四
年
四
月
か
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ら
一
九
四
一
年
三
月
ま
で
と
み
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
時
、
芝
は
東
京
で
は
な
く
横
浜
に
住
ん
で
い
た

（
い
ず
れ
も
第
四
章
参
照
）。

　

つ
ま
り
、「
蟹
歩
き
」
を
小
学
校
で
練
習
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
横
浜
の
小
学
校
で

の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
傘
か
し
げ
」「
肩
引
き
」「
蟹
歩
き
」
は
、
い
ず
れ
も
狭
い
道
を
二
人
以
上
が
同
時
に
通
り
抜
け
る
こ
と

を
前
提
と
す
る
動
作
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
私
個
人
に
つ
い
て
い
え
ば
、
狭
い
道
で
行
き
あ
う
時
に
は
い
っ
た
ん
立
ち
止
ま
り
、
挨
拶
し

て
道
を
譲
り
合
う
。
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
が
先
に
立
ち
止
ま
っ
て
相
手
に
道
を
譲
り
、
譲
ら
れ
た
方
は
お

礼
を
言
う
な
り
会
釈
す
る
な
り
し
て
感
謝
を
示
す
（
も
ち
ろ
ん
譲
る
側
は
体
を
斜
め
に
引
く
わ
け
だ
が
、
無
理

に
自
分
も
歩
き
出
そ
う
と
は
し
な
い
）。

　

な
ぜ
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
で
は
同
時
に
進
む
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

私
に
は
、
こ
れ
ら
の
し
ぐ
さ
の
背
景
に
は
、
狭
い
通
路
で
相
手
に
道
を
譲
る
、
あ
る
い
は
相
手
か
ら
譲

ら
れ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
余
裕
が
な
い
状
況
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
出
さ
れ
た
『
各
個
教
練
歩
哨
及
斥
候
勤
務
教
授
法
』（
海
軍
砲
術
練
習
所
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編
）
と
い
う
海
軍
兵
士
訓
練
用
の
教
本
に
は
、「
横
歩
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
右
（
左
）
足

を
運
ぶ
時
、
膝
を
屈
す
る
こ
と
な
く
ま
た
左
（
右
）
踵
を
打
つ
ご
と
く
行
進
せ
し
む
」
訓
練
だ
と
い
う
。
つ

ま
り
は
蟹
の
よ
う
な
横
歩
き
で
あ
る
。

　

海
軍
で
は
、
艦
船
の
狭
い
通
路
を
複
数
の
兵
士
が
動
く
必
要
か
ら
、
体
を
横
に
し
て
す
れ
ち
が
う
訓
練

は
必
須
だ
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
開
戦
前
夜
の
世
相
に
お
い
て
、
軍
港
横
須
賀
に
近
い
横
浜
の
小
学
校
で
軍

事
演
習
ま
が
い
の
授
業
が
あ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。「
蟹
歩
き
」
の
起
源
が
海
軍
の
教
練
内
容

に
あ
る
可
能
性
は
高
い
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
狭
い
通
路
で
同
時
に
す
り
ぬ
け
た
が
る
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
そ
の
も
の
が
、
海
軍
演
習

的
な
発
想
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

電
車
が
走
る
江
戸
の
街

　

こ
れ
も
代
表
的
な
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
さ
れ
る
「
こ
ぶ
し
腰
浮
か
せ
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
解

説
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

川
の
渡
し
場
で
、
乗
合
舟
の
客
た
ち
が
舟
の
出
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
き
、
あ
と
か
ら
乗
っ
て
き
た
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新
し
い
客
の
た
め
に
、
腰
か
け
て
い
る
先
客
の
２
〜
３
人
は
、
腰
の
両
側
に
こ
ぶ

し
を
つ
い
て
、（
あ
る
い
は
こ
ぶ
し
分
）
軽
く
腰
を
浮
か
せ
、
少
し
ず
つ
幅
を
詰
め

な
が
ら
、
一
人
分
の
空
間
を
つ
く
る
。
…
現
在
、
電
車
や
バ
ス
で
こ
ん
な
し
ぐ
さ

を
見
る
の
は
ま
れ
に
な
っ
た 

（『
商
人
道
』
九
八
頁
）

　

ま
ず
最
初
に
言
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
浮
世
絵
や
名
所
図
会
な
ど

か
ら
う
か
が
え
る
江
戸
時
代
の
渡
し
船
に
は
、
座
席
に
あ
た
る
構
造
が
な
い
。

　

乗
客
は
、
腰
か
け
る
こ
と
な
く
船
の
底
板
に
し
ゃ
が
む
よ
う
に
し
て
座
っ
て
い

る
。
ま
た
、
大
き
な
荷
物
や
荷
物
を
く
く
り
つ
け
た
ま
ま
の
馬
が
同
じ
底
板
の
上

に
乗
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

　

江
戸
時
代
の
川
柳
に
は
「
渡
し
船　

馬
の
小
便　

一
大
事
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

逃
げ
場
が
な
い
狭
い
船
で
、
一
緒
に
乗
っ
て
い
る
馬
が
小
便
を
始
め
た
ら
、
落
ち
着
い
て
座
っ
て
い
る
ど

こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
渡
し
船
は
人
を
乗
せ
る
の
に
特
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
も
馬
や
物

と
同
様
の
貨
物
と
し
て
運
ぶ
船
だ
っ
た
と
考
え
た
方
が
い
い
。

　

こ
の
よ
う
な
渡
し
船
で
後
か
ら
来
た
人
の
た
め
に
座
る
場
所
を
作
る
な
ら
、
腰
を
軽
く
浮
か
せ
る
よ
う

渓斎英泉が描いた天保期の蕨
宿。渡し船には人も馬も一緒
くたに乗り込んでいる。もち
ろん座席などはない。
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な
小
さ
い
動
作
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
腰
を
上
げ
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

「
こ
ぶ
し
腰
浮
か
せ
」
は
、
そ
れ
こ
そ
現
代
の
バ
ス
や
電
車
の
よ
う
に
長
い
座
席
が
つ
い
た
乗
り
物
か

ら
し
か
生
ま
れ
な
い
発
想
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
越
川
禮
子
監
修
『
図
説
暮
ら
し
と
し
き
た
り
が
見
え
て
く
る
江
戸
し
ぐ
さ
』
で
は
、
江

戸
時
代
の
渡
し
船
の
イ
ラ
ス
ト
と
言
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
な
い
横
長
の
座
席
を
書
き
込
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
文
部
科
学
省
『
私
た
ち
の
道
徳　

小
学
校
５
・
６
年
』
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」

解
説
ペ
ー
ジ
の
イ
ラ
ス
ト
で
は
、
茶
店
の

縁
台
と
思
し
き
も
の
に
二
人
座
っ
て
い
る

と
こ
ろ
に
も
う
一
人
が
や
っ
て
き
た
の
で

席
を
つ
め
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

が
、
そ
こ
に
は
湯
吞
や
茶
菓
子
の
皿
を

置
く
た
め
に
当
然
縁
台
の
上
に
あ
る
は
ず

の
盆
が
な
い
。

歌川広重『東海道五拾三次』より。
丸子の茶屋で、名物のとろろ汁を食
べている。縁台には荷物も置かれて
おり、くつろいでいるため座り方も
決して行儀が良いとは言えない。
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そ
の
た
め
、
そ
の
イ
ラ
ス
ト
で
は
客
が
湯
吞
を
手
に
持
っ
て
、
縁
台
に
一
人
で
も
多
く
座
ら
せ
る
た
め

に
席
を
つ
め
る
、
と
い
う
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
茶
店
の
縁
台
は
た
だ
座
れ
ば
い
い
と
い
う
空

間
で
は
な
く
、
く
つ
ろ
ぐ
た
め
の
空
間
で
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
（
或
い
は
知
ら
な
い
）
人
の
発
想
で
あ
る
。

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
江
戸
し
ぐ
さ
」
作
成
の
教
材
用
動
画
で
は
、「
こ
ぶ
し
腰
浮
か
せ
」
の
実
技
を
、
底
に
畳
を

敷
き
屋
根
が
つ
い
た
構
造
の
船
で
正
座
し
て
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
渡
し
船
で
は
な
く
屋
形
船
で
あ
る
。

畳
が
な
く
正
座
に
不
向
き
な
渡
し
船
で
同
じ
実
技
を
見
せ
る
の
は
難
し
そ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
、
江
戸
時
代
の
渡
し
船
は
一
般
に
川
の
両
岸
の
渡
し
場
を
往
復
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
幕
末

の
作
で
は
あ
る
が
隅
田
川
の
船
着
場
で
の
人
々
を
描
い
た
『
乗の

り

合あ
い

船ぶ
ね

恵え

方ほ
う

萬ま
ん

歳ざ
い

』（
慶
応
二
年
＝
一
八
六
六

初
演
。
初
演
時
は
人
形
所
作
事
、
後
に
舞
踊
化
）
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
船
に
乗
る
人
は
船
着
場
に
集
ま
り
、

出
発
直
前
に
船
頭
の
合
図
で
一
斉
に
船
に
乗
る
も
の
だ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
渡
し
船
で
中
途
か
ら
新
た
な
乗
客
が
乗
る
こ
と
は
通
常
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
で
は
、
江
戸
時

代
の
人
が
い
か
に
「
こ
ぶ
し
腰
浮
か
せ
」
を
習
得
し
て
も
実
際
に
使
う
機
会
は
ま
ず
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

50



江
戸
時
代
の
例
も
挙
げ
ら
れ
な
い
「
仁
王
し
ぐ
さ
」

　

現
代
の
公
共
交
通
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に
は
「
仁
王
し
ぐ
さ
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
も
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
忌き

避ひ

す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
し
ぐ
さ
で
あ
る
。

　

人
の
前
を
さ
え
ぎ
り
、
仁
王
の
よ
う
に
不
動
の
姿
勢
を
見
せ
て
立
つ
こ
と
。
人
間
は
仏
さ
ま
を
ま
つ

る
寺
院
の
山
門
で
に
ら
み
を
き
か
す
仁
王
で
は
な
い
。
仁
王
立
ち
な
ど
し
た
ら
人
間
同
士
の
摩
擦
を
増

す
だ
け
だ
か
ら
、
注
意
し
よ
う
と
互
い
に
確
認
し
合
っ
た
。
地
下
鉄
や
電
車
で
、
次
の
駅
で
降
り
る
わ

け
で
も
な
い
の
に
入
り
口
付
近
で
大
き
な
カ
バ
ン
を
か
つ
い
だ
ま
ま
、
ひ
じ
を
張
っ
て
乗
り
降
り
を
妨

げ
て
い
る
人
が
増
え
て
い
る
。
互
い
に
狭
い
空
間
を
共
有
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
周
囲
に
気
を
く
ば
り
、

迷
惑
を
か
け
ず
、
気
持
ち
よ
く
い
き
た
い
。
後
ろ
に
待
つ
人
の
こ
と
を
考
え
、
目
的
地
ま
で
の
値
段
を

調
べ
て
か
ら
、
駅
の
自
動
切
符
売
り
場
で
は
切
符
を
買
う
の
が
常
識
と
い
う
も
の
。
あ
と
に
並
ん
で
待

つ
人
さ
ま
に
お
か
ま
い
な
く
、
自
販
機
の
前
に
仁
王
立
ち
に
な
っ
て
〝
さ
て
、
い
く
ら
か
な
？
〞
と
値

段
表
を
調
べ
て
、
よ
う
や
く
財
布
を
取
り
出
す
人
。
こ
れ
は
〝
仁
王
立
ち
し
ぐ
さ
〞
と
い
う
も
の
だ
ろ

う
。 

（『
商
人
道
』
一
〇
一
〜
一
〇
二
頁
）
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以
上
が
典
拠
書
籍
に
お
け
る
「
仁
王
し
ぐ
さ
」
の
解
説
全
文
で
あ
る
。
現
代
人
の
マ
ナ
ー
講
座
と
し
て

は
御
説
ご
も
っ
と
も
だ
が
、
江
戸
時
代
に
は
地
下
鉄
も
電
車
も
駅
の
自
動
切
符
売
り
場
も
な
い
。

　

ど
う
や
ら
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
「
仁
王
し
ぐ
さ
」
が
迷
惑
に
な
る
状
況
と
い
う
も
の
を
考
え
付
か
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

身
分
社
会
で
平
等
主
義
？

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
平
等
と
共
生
の
哲
学
だ
と
い
わ
れ
る
。

　

厳
し
い
身
分
制
度
に
支
え
ら
れ
た
封
建
社
会
で
平
等
思
想
が
広
ま
っ
た
と
い
う
の
も
奇
妙
な
話
だ
が
、

そ
の
平
等
思
想
を
示
す
も
の
と
し
て
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
で
語
ら
れ
る
の
が
「
尊そ

ん

異い

論
」「
三さ

ん

脱だ
つ

の
教
え
」
で

あ
る
。

「
尊
異
論
」
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

有
能
な
番
頭
は
顧
客
の
ニ
ー
ズ
を
数
だ
け
で
な
く
質
で
と
ら
え
、
商
品
を
仕
入
れ
た
。
た
と
え
ば

〝
こ
れ
が
売
れ
て
い
る
〞
と
小
僧
た
ち
の
十
中
八
九
が
賛
成
し
て
も
、
ユ
ニ
ー
ク
な
小
僧
が
〝
こ
っ
ち

の
ほ
う
が
売
れ
る
！
〞
と
い
っ
た
品
物
に
番
頭
自
身
が
共
感
し
た
ら
、
番
頭
は
そ
ち
ら
を
採
用
し
た
。
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つ
ま
り
異
な
る
意
見
を
大
切
に
し
た
。
尊
異
論
を
率
先
、
実
行
し
た
の
で
あ
る
。 

（『
商
人
道
』
一
一
二
頁
）

　

少
数
意
見
の
尊
重
は
、
民
主
主
義
を
成
り
立
た
せ
る
上
で
の
重
大
な
要
件
で
あ
る
。「
異
な
る
意
見
を
大

切
」
に
す
る
「
尊
意
論
」
な
る
も
の
は
そ
の
考
え
方
に
通
じ
る
か
に
見
え
る
。

　

し
か
し
、
越
川
氏
が
挙
げ
る
例
は
、
民
主
主
義
的
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
も
の

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
少
数
意
見
の
尊
重
と
は
、「
多
数
決
の
原
則
を
前
提
と
し
た
上
で
、
少
数
と
い
え
ど

も
他
の
意
見
が
あ
る
な
ら
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
、
容
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
決
定
に
反
映
さ
せ
る

べ
き
だ
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　

越
川
氏
が
挙
げ
る
例
で
は
、
番
頭
が
自
分
の
気
に
入
ら
な
い
意
見
は
、
た
と
え
小
僧
た
ち
の
多
数
意
見

で
あ
っ
て
も
容
れ
る
こ
と
な
く
、
気
に
入
っ
た
小
僧
一
人
の
意
見
を
採
用
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
少
数
意
見

の
尊
重
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
分
が
共
感
で
き
な
け
れ
ば
小
僧
の
多
数
意
見
で
あ
っ
て
も
採
用
し
な
い
と
い
う
番

頭
の
態
度
は
、
ま
っ
た
く
「
異
な
る
意
見
を
大
切
」
に
し
て
い
な
い
見
本
で
は
な
い
か
。
用
例
そ
の
も
の

が
「
尊
異
論
」
な
る
も
の
の
中
身
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ワ
ン
マ
ン
タ
イ
プ
の
経
営
者
や
政
治
家
が
民
主
主
義
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
た
時
、
ま
る
で
見
当
は
ず
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れ
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
越
川
氏
に
よ
る
「
尊
異
論
」
の
解
説
に
は
そ
の
典
型
を
見
る
よ
う

で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
江
戸
時
代
に
民
主
主
義
の
見
本
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
、
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま

で
な
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
別
の
疑
問
が
生
じ
る
。

　

実
際
の
江
戸
時
代
の
商
店
で
小
僧
と
言
え
ば
、
裏
方
の
仕
事
ば
か
り
で
接
客
に
回
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

自
分
で
買
物
を
で
き
る
だ
け
の
ま
と
ま
っ
た
現
金
収
入
も
な
い
立
場
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
小
僧
た
ち
は
商
品
に
つ
い
て
、
顧
客
の
立
場
か
ら
の
意
見
を
聞
い
た
り
考
え
た
り
す
る
機
会
は

ま
ず
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
番
頭
が
仕
入
れ
に
当
た
り
、
店
主
に
相
談
し
て
指
示
を
得
る
の
は
当
然
と
し

て
も
、
小
僧
の
意
見
を
聞
く
い
わ
れ
は
な
い
。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
越
川
氏
が
説
く
「
尊
異
論
」
な
る
も
の
は
、
現
代
の
民
主
主
義
社
会
の
規
範
に
し
ろ
、

江
戸
時
代
の
社
会
の
現
実
に
し
ろ
、
ど
ち
ら
に
あ
て
は
め
よ
う
と
し
て
も
ち
ぐ
は
ぐ
に
な
っ
て
し
ま
う
よ

う
な
し
ろ
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
三
脱
の
教
え
」
は
身
分
社
会
で
は
不
要

　

次
に
「
三
脱
の
教
え
」
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
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〝
江
戸
し
ぐ
さ
〞
で
は
、
初
対
面
の
人
医
に
年
齢
、
職
業
、
地
位
を
聞
か
な
い
ル
ー
ル
、
触
れ
て
は

い
け
な
い
し
き
た
り
だ
っ
た
。
江
戸
幕
府
は
士
農
工
商
と
い
う
身
分
制
度
を
し
い
て
い
た
が
、
江
戸
後

期
に
な
る
と
、
経
済
力
の
差
か
ら
、
武
家
の
権
威
が
落
ち
、
あ
ま
り
身
分
制
度
を
意
識
し
な
い
傾
向
が

出
て
く
る
。
三
脱
の
教
え
は
こ
う
し
た
背
景
の
中
で
生
ま
れ
た
。（
…
）
講
な
ど
で
初
対
面
の
と
き
に

も
、
け
っ
し
て
年
齢
や
職
業
、
地
位
を
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
ぐ
さ
の
特
徴
で
仮
の
呼
び
名
（
綽

名
と
い
う
、
今
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
）
で
呼
ん
だ
。
現
代
で
は
、
肩
書
、
権
威
、
地
位
で
人
物
を
評
価
す
る

傾
向
が
強
い
気
が
す
る
。 

（『
商
人
道
』
五
六
頁
）

　

全
員
が
綽あ

だ

名な

で
呼
び
合
う
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
の
講
と
い
う
よ
り
現
代
の
オ
フ
会
の
よ
う
な
光
景

で
あ
る
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
江
戸
時
代
の
人
に
と
っ
て
年
齢
、
職
業
、
身
分
な
ど
は
わ
ざ
わ
ざ
聞
く
ま
で
も
な

け
れ
ば
、
聞
く
こ
と
を
禁
止
す
る
ル
ー
ル
を
作
る
の
も
意
味
が
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
服
装
や

髪
形
で
そ
の
三
つ
は
だ
い
た
い
う
か
が
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
身
分
社
会
と
い
う
も
の
だ
。

　

江
戸
時
代
、
幕
府
は
幾
度
も
奢し

ゃ

侈し

禁
止
令
（
奢
侈
と
は
贅
沢
の
こ
と
）
に
あ
た
る
お
触
れ
を
出
し
て
い
る
。
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江
戸
時
代
に
は
商
品
経
済
の
発
展
で
、
農
民
や
武
士
も
衣
類
な
ど
の
出
費
が
か
さ
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

れ
を
放
置
す
れ
ば
、
貧
窮
化
か
ら
社
会
不
安
を
招
き
か
ね
な
い
と
い
う
の
で
、
倹
約
を
奨
励
し
た
わ
け
で

あ
る
。

　

そ
の
際
、
衣
類
や
装
飾
品
に
つ
い
て
贅
沢
か
否
か
の
基
準
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
品
が
身
分
相
応
が
ど

う
か
だ
っ
た
。
つ
ま
り
は
江
戸
時
代
と
い
う
の
は
、
身
分
相
応
の
格
好
を
し
て
い
な
い
と
お
上
か
ら
に
ら

ま
れ
る
時
代
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
江
戸
時
代
の
奢
侈
禁
止
令
で
も
っ
と
も
大
規
模
だ
っ
た
の
は
江
戸
後
期
、
天
保
一
二
年
（
一

八
四
一
）
五
月
か
ら
同
一
四
年
閏
九
月
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
天
保
の
改
革
で
あ
る
。

「
尊
異
論
」「
三
脱
の
教
え
」
は
、
平
等
思
想
が
当
然
の
も
の
と
な
っ
た
民
主
主
義
社
会
で
の
常
識
の
産
物

で
あ
る
。
身
分
社
会
・
封
建
社
会
だ
っ
た
江
戸
時
代
に
は
、
そ
う
し
た
考
え
方
は
非
常
識
で
あ
っ
て
処
世

訓
と
し
て
も
役
に
立
た
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
豊ぶ

ん

後ご

国
日ひ

田た

郡
（
現
大
分
県
日
田
市
）
の
学
者
・
広ひ

ろ

瀬せ

淡た
ん

窓そ
う

（
一
七
八
二
〜
一
八
五
六
）
が
開
い
た

私
塾
・
咸か

ん

宜ぎ

園
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
三
奪
」（
身
分
・
出
身
・
年
齢
を
問
わ
ず
平
等
に
学
ぶ
）
を
、
こ
の
「
三
脱

の
教
え
」
と
結
び
つ
け
る
説
も
あ
る
（『
江
戸
し
ぐ
さ
事
典
』
等
）。
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し
か
し
、「
三
奪
」
は
、
塾
内
で
は
外
の
身
分
社
会
と
は
別
の
秩
序
を
作
る
と
い
う
宣
言
で
あ
り
、
外
の

身
分
制
度
を
根
本
か
ら
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、「
三
脱
の
教
え
」
と
は

相
い
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

仮
に
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
が
淡
窓
の
思
想
を
参
考
に
し
て
い
た
と
し
て
も
、
両
者
は
別
物
と
み
な
す
べ
き

だ
ろ
う
。

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
盛
ん
に
江
戸
時
代
を
称
揚
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
現
代
的
な
常
識
に
彩
ら
れ

た
も
の
と
し
て
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
今
と
は
異
な
る
論
理
で
動
い
て
い
た
江
戸
時
代
の
良
さ
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
現
代
の
常

識
で
は
計
り
き
れ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
現
代
人
の
常
識
を
江
戸
時
代
に
求
め
よ
う
と
す
る
人
は
結
局
、
江
戸
時
代
の
良
さ
も
わ
か
っ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

イ ベ ン ト

ニッポンのスタートアップ

ジセダイジェネレーションズU-25

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

3年後に再会することを約束して行う、

未来アポ付きスタートアップインタビュー！

彼らはどうやって「闘う相手」を見つけたのか
。

各界の超新星に、その軌跡と未来を聴く。

君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

 http://ji-sedai. jp/

http://ji-sedai.jp/event/info/
http://ji-sedai.jp/special/startup/
http://ji-sedai.jp/special/generations/
http://ji-sedai.jp/
http://ji-sedai.jp/
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