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命の根幹を商う心意気

江戸の水売り

人
の
生
業
と
し
て
の

職
業
に
惹
か
れ
る

誰
で
も
、
何
ら
か
の
仕
事
を
し
な
く

て
は
生
き
て
い
か
れ
な
い
。
仕
事
に
向

か
う
姿
が
そ
の
人
物
の
人
と
な
り
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
る
の
は
、
日
々
の
糧
を

得
る
た
め
生
業
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

無
名
の
市
井
の
人
で
あ
れ
、
架
空
に

つ
く
り
上
げ
た
想
像
上
の
人
で
あ
れ
、

私
が
登
場
人
物
の
職
業
に
こ
だ
わ
り
、

小
説
の
根
っ
こ
に
職
業
を
据
え
る
の
は
、

こ
う
い
う
理
由
か
ら
だ
。
仕
事
に
精
を

出
す
姿
を
通
し
て
浮
か
ん
で
き
た
等
身

大
の
人
物
像
を
描
き
出
す
の
が
、
私
の

性
に
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
道
三
堀
の
さ
く
ら
』
も
、
そ
ん
な
物

語
の
一
つ
。
こ
の
物
語
で
は
人
間
の
持

っ
て
い
る
矜
恃
を
書
き
た
い
と
思
っ
た
。

人
の
命
の
根
幹
と
も
い
え
る
「
水
」
を
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5 江戸の水売り

商
う
水
売
り
に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
の

矜
恃
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
現
代
の

日
本
人
が
な
く
し
て
し
ま
っ
た
何
か
を
、

あ
の
時
代
の
人
た
ち
は
持
っ
て
い
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
、
そ
の
何
か
は
江
戸
と
い

う
大
都
市
が
支
え
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

と
い
う
私
な
り
の
疑
問
を
探
る
思
い
も

あ
っ
た
。

町
の
衛
生
管
理
も
担
っ
た

水
売
り
の
気
概

水
道
橋
に
あ
る
東
京
都
水
道
歴
史
館

に
行
っ
た
と
き
、
模
型
の
水
道
が
大
川

（
隅
田
川
）
の
手
前
で
途
切
れ
て
い
る
の

に
気
づ
い
た
。
そ
の
先
の
住
人
は
、
ど

う
や
っ
て
水
を
手
に
入
れ
て
い
る
ん
だ

ろ
う
、
深
川
あ
た
り
は
低
地
帯
だ
か
ら

井
戸
を
掘
っ
て
も
塩
水
だ
ろ
う
し
、

と
い
う
話
を
編
集
者
と
し
な
が
ら
見
て

い
た
の
だ
が
、
こ
の
編
集
者
が
フ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
軽
い
人
で
資
料
を
あ
た
っ
て

く
れ
、「
ど
う
も
、
大
変
な
水
ビ
ジ
ネ
ス

が
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
意
気
込
ん
で
や

っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
が
ぜ
ん
興
味
が

涌
い
て
き
た
。
調
べ
て
み
る
と
、
分
厚

い
歴
史
書
で
も
、
水
売
り
に
つ
い
て
書

い
て
あ
る
箇
所
は
３
、
４
ペ
ー
ジ
ほ
ど

の
ボ
リ
ュ
ー
ム
し
か
な
い
。
私
が
こ
れ

ほ
ど
興
味
を
引
か
れ
た
こ
と
で
も
、
歴

史
家
に
と
っ
て
は
そ
の
程
度
の
扱
い
な

ん
だ
な
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

た
。資

料
が
な
い
と
困
る
け
れ
ど
、
逆
に

自
由
に
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
物
書
き
の

醍
醐
味
で
あ
る
。
そ
れ
で
水
売
り
自
体

の
資
料
で
は
な
く
、
周
辺
の
こ
と
を
調

べ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
江
戸

っ
子
の
生
き
方
を
調
べ
て
、
主
人
公
の

人
柄
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
、

深
み
の
あ
る
設
定
に
し
た
か
っ
た
。

江
戸
時
代
に
は
玉
川
上
水
や
神
田
上

水
が
引
か
れ
て
、
町
に
水
道
が
で
き
る
。

「
水
銀

み
ず
ぎ
ん

」
と
呼
ば
れ
る
水
道
料
金
も
あ
っ

た
。
一
ヶ
月
の
水
銀
は
一
六
文
か
ら
二

十
文
程
度
、
と
も
の
の
本
に
は
書
い
て

あ
り
、
意
外
と
安
い
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
水
道
が
使
え
る
人

が
払
う
水
銀
で
、
水
売
り
が
運
ん
で
く

る
水
を
買
う
人
た
ち
は
、
も
っ
と
高
い

水
銀
を
払
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

文
献
に
よ
っ
て
違
う
け
れ
ど
、
１
荷

（
天
秤
棒
の
前
後
に
下
げ
る
荷
物
を
数
え

る
単
位
。
桶
は
12
個
で
１
荷
。
樽
は
２

個
で
１
荷
に
な
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て

い
た
）
あ
た
り
、
四
十
〜
六
十
文
か
ら

八
十
〜
百
文
ぐ
ら
い
だ
っ
た
よ
う
だ
。

水
売
り
た
ち
は
水
船
と
い
う
「
ち
ょ
き

船
」（
屋
根
が
無
く
、
舳
先
の
尖
っ
た
細

い
小
型
船
）
に
毛
が
生
え
た
ぐ
ら
い
の

船
に
、
粗
末
な
水
槽
を
つ
く
り
、
そ
こ

に
水
を
溜
め
て
い
た
。
道
三
堀
の
堀
口

に
か
か
る
銭
瓶
橋

ぜ
に
か
め
ば
し

の
た
も
と
に
は
、
神

田
上
水
の
余
水
を
吐
き
出
す
「
吐は

き
樋と

い

」

が
両
岸
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
水
槽
に
汲

ん
だ
の
だ
。
一
石
橋

い
っ
こ
く
ば
し

の
た
も
と
か
ら
は
、

玉
川
上
水
の
余
水
も
出
て
い
た
。
そ
う

し
て
汲
み
溜
め
た
水
を
半
荷
入
り
の
桶

に
入
れ
、
天
秤
棒
の
前
後
に
担
い
で
運

ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

１
荷
が
46
kg
と
い
う
か
ら
、
結
構
き

つ
い
肉
体
労
働
だ
。
そ
れ
を
雨
の
日
も

雪
の
日
も
、
夏
の
暑
い
盛
り
に
も
一
日

も
休
ま
ず
に
配
達
す
る
の
だ
。
銭
を
稼

ぐ
と
い
う
目
的
だ
け
だ
っ
た
ら
、「
１
日

ぐ
ら
い
休
ん
で
も
、
暮
ら
し
に
は
困
ら

な
い
か
ら
雨
の
日
は
休
も
う
」
と
思
っ

て
し
ま
っ
て
も
仕
方
が
な
い
な
、
と
思

う
。
し
か
し
、
そ
ん
な
行
き
当
た
り
ば

っ
た
り
な
人
間
が
水
売
り
を
し
て
い
た

ら
、
水
を
待
ち
望
ん
で
い
る
深
川
の
人

た
ち
は
生
き
て
い
か
れ
な
い
だ
ろ
う
。

銭
の
た
め
だ
け
で
な
い
と
す
る
と
、

水
売
り
が
商
い
を
休
ま
な
い
と
い
う
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
何
に
あ
っ
た
の
か
。

き
つ
い
仕
事
が
続
け
て
い
か
れ
る
、

自
分
の
都
合
で
勝
手
に
休
ま
な
い
、
こ

う
し
た
や
る
気
を
水
売
り
た
ち
に
与
え

て
い
た
の
は
、「
人
の
役
に
立
つ
」
と
い

う
こ
と
だ
。
そ
れ
が
江
戸
っ
子
の
心
意

気
、
男
を
売
っ
て
い
く
矜
恃
の
根
っ
こ

に
あ
る
大
切
な
理
由
づ
け
だ
っ
た
ん
だ

と
。
職
種
は
違
っ
て
も
、
こ
の
心
意
気

は
火
消
し
に
も
通
じ
る
も
の
だ
。
江
戸

の
人
た
ち
は
、
厳
し
い
毎
日
を
生
き
抜

い
て
い
く
た
め
に
、
自
分
中
心
で
は
な

く
、
こ
の
よ
う
に
人
や
社
会
と
の
結
び

つ
き
を
大
切
に
し
て
生
き
て
い
た
は
ず

だ
と
思
っ
た
。

例
え
ば
、
水
売
り
は
単
に
水
を
売
る

だ
け
で
は
な
く
、
水
に
か
か
わ
る
町
の

健
康
管
理
全
般
を
担
っ
て
い
た
。
水
桶

の
蓋
が
開
い
て
い
た
ら
、
虫
が
入
っ
て

ボ
ウ
フ
ラ
が
わ
い
た
り
、
ネ
ズ
ミ
の
糞

尿
が
混
じ
っ
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

衛
生
的
に
も
、
非
常
に
危
険
な
こ
と
で

あ
る
。
だ
か
ら
水
桶
の
蓋
が
開
い
て
い

た
り
中
の
水
が
濁
っ
て
い
た
ら
、
そ
の

水
を
捨
て
て
新
し
く
運
ん
で
き
た
水
を

入
れ
る
、
こ
う
し
た
水
売
り
の
描
写
を

入
れ
た
の
は
、「
こ
の
町
は
自
分
が
守
っ

て
い
る
」
と
い
う
気
概
を
示
す
た
め
だ
。

こ
れ
は
水
を
扱
う
商
い
だ
か
ら
こ
そ
持

つ
こ
と
が
で
き
る
矜
恃
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
水
は
命
を
支
え
る
根
幹
な
の
だ

か
ら
。

重
た
い
水
桶
を
運
ぶ
わ
け
だ
か
ら
、

そ
ん
な
に
広
い
範
囲
は
回
れ
な
い
し
、

１
日
に
運
ぶ
回
数
も
限
ら
れ
て
く
る
。

だ
か
ら
古
い
水
を
捨
て
た
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
の
分
売
り
上
げ
が
伸
び
る
わ
け

じ
ゃ
あ
な
い
の
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

か
え
っ
て
余
分
に
運
ば
な
く
て
は
な
ら

な
く
な
っ
て
身
体
が
一
層
き
つ
く
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
自
分
の
職

業
に
対
す
る
誇
り
が
そ
う
さ
せ
て
し
ま

う
の
だ
ろ
う
。

個
々
の
個
が
立
つ
江
戸
の
町

じ
ゃ
あ
、
こ
の
よ
う
な
矜
恃
を
育
ん

だ
江
戸
と
は
、
ど
ん
な
町
だ
っ
た
の
か
。

私
は
、「
係
累
を
持
た
な
い
人
が
生
き
て

い
か
れ
る
文
化
が
あ
っ
た
町
」
が
江
戸

だ
っ
た
、
と
言
い
表
せ
る
と
思
う
。
そ

れ
は
諸
国
か
ら
多
く
の
人
を
受
け
入
れ
、

来
た
ば
か
り
の
人
で
も
生
き
て
い
か
れ

る
、
相
互
扶
助
の
精
神
が
生
き
て
い
た

こ
と
の
証
し
で
あ
る
。

朝
に
百
文
貸
し
て
夕
方
に
一
文
の
せ

て
返
さ
せ
る
「
百
一
文
」
と
い
う
高
利

貸
し
の
話
が
あ
る
が
、
あ
れ
は
た
と
え

高
利
で
も
貸
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
と

道三堀から深川へ、飲み水を届ける「水売りたち」。暮
らしに欠かせない水を商うため、己の仕事に誇りを持
って働いているその姿を縦糸に、水売りの一人、龍太
郎と許嫁のおあきの恋心を横糸に織りなした物語（『道
三堀のさくら』角川書店、2005）。
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文
学
賞
に
し
た
っ
て
、
バ
ブ
ル
の
こ

ろ
は
企
業
メ
セ
ナ
ブ
ー
ム
に
乗
じ
て
、

た
く
さ
ん
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
。
し
か

し
、
今
ど
れ
だ
け
の
も
の
が
残
っ
て
い

る
ん
だ
ろ
う
か
。
や
る
か
ら
に
は
続
け

て
い
く
、
そ
し
て
続
け
て
い
か
れ
る
や

り
方
を
考
え
る
の
が
、
始
め
た
側
の
義

務
だ
ろ
う
。
商
売
の
心
得
は
応
分
の
儲

け
を
得
る
こ
と
だ
か
ら
、
儲
か
ら
な
い

こ
と
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
。
し
か
し
、

あ
く
ま
で
も
応
分
。
そ
し
て
、
儲
か
っ

た
分
を
何
ら
か
の
形
で
社
会
還
元
し
て

い
く
と
い
う
志
が
、
本
来
の
メ
セ
ナ
の

意
味
だ
と
思
う
。

江
戸
時
代
の
大
店
は
、
丁
稚
を
預
か

る
代
わ
り
に
食
事
を
さ
せ
、
着
る
も
の

を
与
え
、
し
つ
け
か
ら
読
み
書
き
、
算

盤
ま
で
仕
込
む
の
が
当
た
り
前
。
仕
事

が
終
わ
っ
て
か
ら
勉
強
す
れ
ば
明
か
り

に
使
う
油
代
も
か
か
る
け
ど
、
そ
れ
が

大
店
の
責
任
、
人
材
育
成
と
思
っ
て
、

決
し
て
ケ
チ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
。

バ
ブ
ル
崩
壊
と
と
も
に
胡
散
霧
消
し
て

し
ま
っ
た
多
く
の
文
学
賞
と
の
大
き
な

違
い
が
、
こ
こ
に
あ
る
。

江
戸
が
成
熟
し
た
社
会
規
範
を
持
つ

に
至
っ
た
の
は
、
武
家
と
大
店
と
町
人

と
い
う
異
な
る
三
者
の
バ
ラ
ン
ス
の
お

陰
で
は
な
い
か
。
武
家
は
無
産
階
級
で
、

決
ま
っ
た
禄
高
を
も
ら
っ
て
暮
ら
す
の

で
物
価
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

そ
の
た
め
に
町
人
文
化
が
華
や
か
に
な

る
と
逆
に
貧
し
く
な
っ
て
苦
労
す
る
の

い
う
こ
と
の
裏
返
し
な
ん
だ
。
日
当
で

食
べ
て
い
か
れ
る
仕
事
が
あ
る
か
ら
、

朝
借
り
た
金
に
利
子
を
つ
け
て
夕
方
返

す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
は

都
市
と
し
て
機
能
し
て
い
た
っ
て
こ
と

だ
。そ

ん
な
中
で
、
水
売
り
の
元
締
め
は

責
任
と
株
な
ど
の
資
本
を
持
っ
て
、
ご

公
儀
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
仕
事
を
し
て

い
た
。
命
に
か
か
わ
る
水
を
商
う
仕
事

だ
か
ら
、
個
人
資
本
や
ボ
テ
振
り
（
天

秤
棒
を
担
い
で
売
り
歩
く
物
売
り
）
と

は
違
っ
て
大
き
な
責
任
が
求
め
ら
れ
て

い
た
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
元
締
め
は
組

を
管
理
し
な
が
ら
、
秩
序
を
守
っ
て
商

っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

相
手
の
器
量
を
読
む
、
と
い
う
が
、

私
は
実
際
は
相
手
の
器
量
で
は
な
く
、

自
分
自
身
を
読
む
こ
と
だ
、
と
思
っ
て

い
る
。
誰
か
が
し
く
じ
っ
た
と
き
に
そ

い
つ
の
せ
い
に
し
な
い
で
、「
自
分
の
眼

鏡
違
い
だ
っ
た
」
と
思
え
る
男
気
を
持

っ
た
奴
が
ど
れ
ぐ
ら
い
い
る
か
ね
え
。

こ
ん
な
こ
と
を
ス
ト
ン
と
腑
に
落
と
す

に
は
、
よ
っ
ぽ
ど
成
熟
し
た
文
化
の
中

で
生
き
て
い
な
い
と
無
理
だ
ろ
う
ね
。

こ
う
し
た
こ
と
は
史
実
に
書
き
残
さ

れ
た
り
学
術
的
に
実
証
さ
れ
た
り
し
て

い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
で
も
、
あ
の
社

会
の
中
で
生
き
て
い
く
た
め
に
ど
う
す

る
か
を
考
え
れ
ば
、
お
の
ず
と
知
れ
て

く
る
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
江
戸
は

お
互
い
が
寄
り
添
っ
て
生
き
て
い
な
が

ら
、
個
々
の
個
が
立
っ
て
い
る
成
熟
し

た
社
会
だ
っ
た
は
ず
だ
、
と
私
は
思
う
。

人
が
ち
ゃ
ん
と
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に

は
、
自
己
完
結
し
な
が
ら
、
他
者
を
受

け
入
れ
て
い
く
と
い
う
、
二
律
背
反
と

思
え
る
よ
う
な
こ
と
が
成
り
立
つ
社
会

が
あ
っ
た
は
ず
な
ん
だ
。

薄
い
壁
に
隔
て
ら
れ
た
だ
け
の
長
屋

暮
ら
し
で
、
隣
の
夫
婦
の
大
げ
ん
か
が

聞
こ
え
な
い
訳
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。

そ
れ
で
も
翌
朝
井
戸
端
で
、「
夕
べ
は
ご

め
ん
な
さ
い
ね
」
と
隣
の
お
カ
ミ
さ
ん

に
気
ま
ず
そ
う
に
謝
ら
れ
た
ら
、「
夕
べ

は
早
く
寝
た
か
ら
、
ち
っ
と
も
気
づ
か

な
か
っ
た
。
な
ん
か
あ
っ
た
の
？
」
と

シ
ラ
を
切
る
。
こ
ん
な
芸
当
は
、
思
い

や
り
に
満
ち
た
「
わ
き
ま
え
」
が
な
か

っ
た
ら
、
と
て
も
で
き
る
も
ん
じ
ゃ
な

い
。
貧
し
い
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
て
き
た
、

一
種
の
生
活
の
知
恵
だ
ろ
う
。
　
水
売

り
に
限
ら
ず
、
商
売
人
は
明
け
六
つ
か

ら
暮
れ
六
つ
ま
で
、
ど
ん
な
に
雨
が
降

ろ
う
が
雪
が
降
ろ
う
が
少
々
の
こ
と
で

は
店
を
閉
め
な
い
と
い
う
「
商
い
の
志
」

を
持
っ
て
い
た
。
大
店
だ
っ
て
金
に
も

の
を
言
わ
せ
な
い
「
た
し
な
み
」
が
あ

っ
た
の
だ
。
江
戸
と
い
う
時
代
の
町
人

文
化
は
、
こ
う
い
う
当
た
り
前
の
こ
と

に
よ
っ
て
支
え
あ
っ
て
き
た
に
違
い
な

い
。
そ
の
素
晴
ら
し
い
文
化
を
現
代
人

は
受
け
継
い
で
い
る
ん
だ
ろ
う
か
、
と

憤
る
こ
と
の
多
い
昨
今
で
あ
る
。

大
店
と
武
家
に
育
ま
れ
た

社
会
規
範
と
は
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だ
が
、
人
の
上
に
立
つ
と
い
う
誇
り
は

失
わ
な
い
。「
二
本
差
し
と
し
て
、
卑
し

い
こ
と
は
や
っ
て
生
き
て
は
い
け
な
い
」

と
い
う
規
範
を
し
っ
か
り
持
っ
て
い
た

か
ら
だ
。
だ
か
ら
、
町
人
は
お
武
家
様

を
尊
敬
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

大
店
は
し
っ
か
り
と
商
い
を
し
て
、

応
分
の
儲
け
を
得
る
。
し
か
し
、
儲
け

を
独
り
占
め
す
る
こ
と
は
世
間
様
に
恥

ず
か
し
い
こ
と
と
い
う
感
覚
は
失
わ
な

か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
商
売
人
と
し
て

の
勘
で
、
利
益
の
独
占
は
長
い
目
で
見

た
ら
い
い
こ
と
は
な
い
と
、
経
験
則
か

ら
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
今
が

よ
け
れ
ば
い
い
、
と
い
う
刹
那
的
な
考

え
は
商
い
に
は
向
か
な
い
の
だ
。
そ
し

て
そ
の
儲
け
の
中
で
人
材
を
ち
ゃ
ん
と

育
て
た
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
学
問
で

得
た
知
識
で
は
な
い
け
れ
ど
、
町
人
の

倫
理
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た

は
ず
だ
。

町
人
の
手
間
賃
は
物
価
に
左
右
さ
れ

る
し
、
目
先
の
儲
け
に
惑
わ
さ
れ
る
こ

と
も
多
か
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
、
武
家

と
大
店
が
し
っ
か
り
す
る
こ
と
で
全
体

の
社
会
規
範
は
守
ら
れ
た
か
ら
、
町
人

が
安
心
し
て
暮
ら
す
基
盤
に
な
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。

毎
日
が

平
安
で
あ
る
こ
と
へ
の
感
謝

価
値
観
が
多
様
化
し
た
、
と
よ
く
言

わ
れ
る
け
れ
ど
、
私
は
江
戸
時
代
の
ほ

う
が
今
よ
り
よ
っ
ぽ
ど
豊
か
な
価
値
観

が
息
づ
い
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

う
。
誰
も
が
共
感
で
き
る
筋
が
一
本
き

ち
ん
と
通
っ
て
い
た
か
ら
、
安
心
し
て

多
様
な
価
値
観
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た

の
だ
。

責
任
を
持
っ
て
丁
稚
を
育
て
る
大
店

の
よ
う
に
、
家
族
は
責
任
を
持
っ
て
子

供
を
育
て
る
の
が
当
た
り
前
。
そ
こ
に

は
大
人
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
大
人

が
い
た
。
そ
ん
な
社
会
で
育
っ
た
子
供

に
は
、
自
然
摂
理
に
対
し
て
も
敬
い
の

心
が
備
わ
っ
て
く
る
。「
感
謝
し
て
生
き

る
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
、
そ
う
し
た

価
値
観
の
中
で
育
ま
れ
て
い
く
ん
じ
ゃ

な
い
だ
ろ
う
か
。

水
売
り
が
運
ぶ
水
を
、
町
人
が
安
心

し
て
買
え
る
の
は
な
ぜ
か
？
　
そ
れ
は

買
う
側
の
人
間
が
、
水
売
り
を
信
頼
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
ろ
う
。
信
頼

に
応
え
て
く
れ
る
人
が
い
て
、
信
じ
る

こ
と
が
で
き
る
自
分
が
あ
る
。
そ
の
双

方
が
そ
ろ
っ
て
、
初
め
て
日
々
を
平
安

に
送
れ
る
の
だ
。
そ
れ
は
決
し
て
当
た

り
前
の
こ
と
で
は
な
い
。
水
売
り
は
そ

れ
が
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
ど
ん

な
と
き
も
欠
か
す
こ
と
な
く
水
を
運
ん

で
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
信
頼
し
て
く

れ
る
、
自
分
を
待
っ
て
い
て
く
れ
る
人

た
ち
を
裏
切
る
こ
と
な
ん
て
、
真
っ
当

に
生
き
て
い
る
人
間
に
は
で
き
な
い
か

ら
だ
。

金
が
あ
っ
て
も
、
モ
ノ
が
あ
っ
て
も
、

買
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
便
利
に
な
る

ほ
ど
、
豊
か
に
な
る
ほ
ど
、
そ
ん
な
状

況
は
増
え
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
実

際
、
命
を
支
え
る
大
切
な
食
べ
物
を
偽

装
す
る
事
件
だ
っ
て
、
近
年
に
な
っ
て

頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
る
。
誇
り
を
持
っ

て
維
持
し
て
い
く
の
は
大
変
だ
け
れ
ど
、

い
っ
た
ん
裏
切
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
信

頼
関
係
は
あ
っ
と
言
う
間
に
壊
れ
て
し

ま
う
。

も
ち
ろ
ん
、
江
戸
の
大
店
の
心
意
気

を
今
も
受
け
継
ぐ
企
業
だ
っ
て
健
在
だ
。

私
は
そ
う
い
う
企
業
の
こ
と
を
知
る
と
、

と
て
も
興
味
が
涌
い
て
き
て
、
つ
い
書

き
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
私

の
小
説
と
い
う
の
は
、
小
説
の
形
態
を

借
り
た
私
な
り
の
主
張
と
い
う
こ
と
か

も
し
れ
な
い
。

今
の
日
本
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
、

商
い
本
来
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

私
が
江
戸
の
水
売
り
を
通
し
て
描
き
た

か
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
庶
民
が
持

っ
て
い
た
、
ご
く
当
た
り
前
の
心
意
気
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
象
徴
的
に
表
す
の
が

水
売
り
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

固
有
の
名
前
を
持
つ
こ
と
は
、
人
間

と
し
て
誇
り
を
持
っ
て
生
き
る
こ
と
。

無
名
だ
け
れ
ど
、
そ
こ
に
は
確
か
に
主

人
公
の
龍
太
郎
の
よ
う
な
人
間
が
生
き

て
い
て
、
誰
で
も
な
い
、
自
分
の
内
な

る
信
頼
に
応
え
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

そ
の
こ
と
を
、
今
我
々
は
思
い
起
こ
し

て
生
き
て
い
き
た
い
も
の
だ
。

山
本
一
力
さ
ん
談
。
文
責
編
集
部


