
よそ者を拒まない「意気」なまち35

江
戸
の
人
々
の

心
の
よ
り
ど
こ
ろ

　

平
日
も
観
光
客
で
賑
わ
う
浅
草
、

そ
の
対
岸
の
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
®

を

ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
す
る
本
所
、
こ
こ

数
年
ぐ
っ
と
人
気
が
高
ま
り
つ
つ
あ

る
蔵
前
と
深
川
。
今
回
は
こ
の
四
つ

の
エ
リ
ア
を
「
イ
ー
ス
ト
・
ト
ー
キ

ョ
ー
」
と
見
な
し
て
今
昔
を
探
っ
た
。

　

浅
草
寺
の
ご
本
尊
は
隅
田
川
か
ら

す
く
い
上
げ
ら
れ
た
と
伝
わ
る
。
隅

田
川
テ
ラ
ス
の
整
備
で
水
辺
は
再
び

身
近
に
な
っ
た
。
湿
地
帯
の
水
を
集

め
、
運
搬
路
で
も
あ
っ
た
掘
割
と
そ

の
周
辺
に
住
む
人
た
ち
の
身
分
を
越

え
た
交
流
か
ら
文
化
が
生
ま
れ
、
か

つ
て
の
職
人
と
問
屋
の
ま
ち
は
今
も

健
在
だ
。
掘
割
と
昔
の
倉
庫
の
思
い

が
け
な
い
使
わ
れ
方
も
見
聞
き
し
た
。

隅
田
川
・
運
河
と
人
々
の
結
び
つ
き

は
予
想
以
上
に
深
く
、
今
も
生
き
て

い
た
。

　

隅
田
川
は
荒
川
放
水
路
と
の
分
岐

点
・
新
岩
淵
水
門
か
ら
下
流
23
・
５

㎞
を
指
す
が
、
か
つ
て
は
利
根
川
水

系
だ
っ
た
。
江
戸
初
期
に
徳
川
幕
府

が
行
な
っ
た
大
規
模
な
河
川
改
修
で

付
け
替
え
ら
れ
、
現
在
は
荒
川
の
分

流
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
名
は
『
古
今
集
』
や
『
伊
勢

物
語
』
な
ど
平
安
時
代
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
文
献
に
見
ら
れ
る
。
春
は
桜
、

夏
は
花
火
、
秋
は
月
見
、
冬
は
雪
景

色
と
多
様
な
表
情
を
見
せ
る
隅
田
川

に
、
武
士
も
町
人
も
こ
ぞ
っ
て
出
か

け
た
。
そ
の
光
景
は
北
斎
、
広
重
ら

が
描
い
た
浮
世
絵
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　

舟
運
の
大
動
脈
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
隅
田
川
は
江
戸
で
生
き
る
人
々

の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
だ
っ
た
の
だ
。

か
つ
て
の
記
憶
を

消
さ
な
い
た
め
に

　

隅
田
川
の
夏
の
風
物
詩
と
し
て
有

名
な
両
国
の
花
火
は
、
１
７
３
３
年

（
享
保
18
）
５
月
28
日
、
八
代
将
軍
吉

宗
が
西
国
の
凶
作
と
江
戸
市
中
の
疫

病
を
退
散
す
る
た
め
に
行
な
っ
た
水

神
祭
で
、
周
辺
の
料
理
屋
が
花
火
を

奉
納
し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
花
火
は
「
川か

わ
せ
が
き

施
餓
鬼
」
と
し

て
打
ち
上
げ
ら
れ
た
と
も
伝
わ
る
。

川
施
餓
鬼
と
は
水
死
者
の
霊
を
弔
う

た
め
に
催
す
供
養
の
仏
事
で
、
川
辺

や
川
に
船
を
浮
か
べ
て
行
な
わ
れ
る

も
の
。
実
は
隅
田
川
で
は
今
も
続
け

ら
れ
て
い
る
。
先
代
が
始
め
た
川
施

餓
鬼
法
要
を
受
け
継
い
だ
と
い
う
住

職
は
「
江
戸
の
大
火
、
関
東
大
震
災
、

そ
し
て
戦
災
。
隅
田
川
で
は
た
く
さ

ん
の
人
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

小
規
模
で
も
続
け
て
い
く
こ
と
に
意

味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
Ｐ
Ｒ
は
し

ま
せ
ん
。
通
り
が
か
っ
た
人
が
気
づ

い
て
く
れ
た
ら
そ
れ
で
い
い
の
で

す
」
と
語
る
。

　

川
施
餓
鬼
の
一
種
に
「
流

な
が
れ
か
ん
じ
ょ
う

灌
頂
」

が
あ
る
と
も
聞
い
た
。『
笑
う
ど
く

ろ
』（
実
業
之
日
本
社
1
9
8
4
）
の
著
者

で
「
流
れ
か
ん
じ
ょ
う
の
幽
霊
」
と

い
う
話
を
書
い
た
劇
作
家
・
演
出
家

の
岡
崎
柾
男
さ
ん
に
お
会
い
し
た
。

流
灌
頂
は
水
死
者
だ
け
で
な
く
、
お

産
で
亡
く
な
っ
た
女
性
の
た
め
の
儀

礼
で
も
あ
っ
た
そ
う
だ
。

「
川
の
流
れ
の
き
れ
い
な
と
こ
ろ
を

選
び
、
四
本
の
青
竹
も
し
く
は
板
塔

婆
を
立
て
、
縄
を
結
ん
で
白
い
布
か

赤
い
布
を
張
り
ま
す
。
布
が
色
あ
せ

た
り
、
布
に
書
い
た
経
文
が
消
え
た

り
、
布
に
穴
が
開
く
ま
で
仏
は
浮
か

ば
れ
な
い
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
し

た
」（
岡
崎
さ
ん
）

　

通
り
が
か
っ
た
人
に
水
を
か
け
て

も
ら
う
た
め
に
、
竹
製
の
ひ
し
ゃ
く

も
添
え
て
あ
っ
た
と
い
う
。
水
を
か

け
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
供
養
な
の
だ
。

江
戸
か
ら
受
け
継
が
れ
る

義
理
と
人
情

　

流
灌
頂
の
よ
う
に
「
水
を
か
け

る
」
と
い
う
行
為
は
霊
的
な
こ
と
に

ま
つ
わ
る
。

　

赤
坂
・
日
枝
神
社
の
山
王
祭
、
神

田
明
神
の
神
田
祭
と
並
ぶ
江
戸
三
大

祭
り
の
一
つ
、
富
岡
八
幡
宮
の
例
大

祭
は
「
水
掛
祭
り
」
と
呼
ば
れ
る
。

観
衆
が
担
ぎ
手
と
神
輿
に
「
清
め
の

水
」
を
浴
び
せ
る
の
だ
。
今
年
は
三

年
に
一
度
の
本
祭
り
。
私
事
だ
が
、

江
東
区
の
知
人
に
誘
わ
れ
て
担
ぎ
手

と
し
て
参
加
し
た
。
朝
５
時
集
合
で

終
わ
っ
た
の
は
夕
方
５
時
近
か
っ
た
。

担
ぎ
手
が
足
り
な
い
時
間
帯
も
あ
る

の
で
、
住
民
で
な
く
て
も
紹
介
者
が

い
る
場
合
に
限
り
担
ぐ
こ
と
が
で
き

る
。
例
大
祭
を
続
け
る
た
め
に
、
そ

う
い
う
寛
容
な
し
く
み
も
あ
っ
た
。

　

神
輿
を
担
い
で
感
じ
た
の
は
、
担

ぎ
手
だ
け
で
な
く
、
水
を
か
け
る
沿

道
の
人
た
ち
も
含
め
て
、
み
ん
な
の

お
祭
り
な
の
だ
と
い
う
こ
と
。
家
の

前
で
待
ち
構
え
て
う
れ
し
そ
う
に
水

を
か
け
て
く
る
子
ど
も
た
ち
の
な
か

か
ら
、
次
の
担
ぎ
手
は
現
れ
る
。
そ

う
し
て
何
百
年
も
続
い
て
き
た
の
だ
。

　

も
う
一
つ
感
じ
た
の
は
、
よ
そ
者

の
私
を
練
習
会
の
と
き
か
ら
快
く
受

け
入
れ
て
く
れ
た
江
東
区
の
皆
さ
ん

の
温
か
さ
。
担
ぎ
終
え
る
と
飲
み
会

に
も
誘
っ
て
く
れ
る
。
で
も
し
つ
こ

く
な
い
。
こ
れ
が
江
戸
っ
子
の
「
意

気
」
な
の
か
。

　

今
は
粋
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

意
気
は
、
18
世
紀
後
半
の
江
戸
の
町

人
文
化
に
成
立
し
た
美
意
識
の
こ
と

で
、
意
気
に
基
づ
く
行
動
原
理
を
通つ

う

と
い
う
。
人
情
の
機
微
を
理
解
し
、

い
や
み
な
く
見
栄
を
張
ら
な
い
。

　

同
じ
よ
う
な
感
想
を
シ
エ
ロ 

イ 

リ
オ
の
吉
田
浩
介
さ
ん
とN

ui.

の

桐
村
琢
也
さ
ん
も
抱
い
て
い
た
（
ｐ

23
）。
青
森
出
身
の
吉
田
さ
ん
は

「
人
が
温
か
い
と
こ
ろ
は
青
森
と
似

て
い
る
け
れ
ど
、
蔵
前
の
人
の
方
が

ズ
バ
ッ
と
言
い
ま
す
ね
」、
大
分
出

身
の
桐
村
さ
ん
は
「
お
酒
を
飲
む
と

賑
や
か
で
気き

っ
風ぷ

が
い
い
。
面
倒
見

も
い
い
で
す
が
怒
る
と
き
に
は
怒
り

ま
す
」
と
笑
う
。
よ
そ
者
を
拒
ま
な

い
人
情
味
が
あ
る
一
方
、
義
理
を
欠

く
よ
う
な
こ
と
に
は
黙
っ
て
い
ら
れ

な
い
気
質
が
見
え
る
。

　

概
説
を
お
願
い
し
た
山
本
博
文
さ

ん
は
「
昔
か
ら
の
土
地
の
気
質
や
記

憶
は
続
い
て
い
る
も
の
」
と
言
っ
た

（
ｐ
7
）。
江
戸
か
ら
の
下
地
が
あ
り
、

そ
こ
に
若
い
人
や
よ
そ
者
が
入
り
込

ん
で
新
陳
代
謝
が
起
き
る
。
浅
草
で

さ
え
人
が
寄
り
つ
か
な
い
時
期
も
あ

っ
た
が
、
サ
ン
バ
カ
ー
ニ
バ
ル
な
ど

新
し
い
イ
ベ
ン
ト
を
導
入
し
て
見
事

復
活
し
た
。
よ
そ
者
を
拒
ま
ず
、
変

わ
る
こ
と
を
恐
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
、
人
と
人
が
次
々
と
つ
な
が
っ
て
、

お
も
し
ろ
い
こ
と
が
起
き
て
い
る
の

だ
ろ
う
。

　

こ
れ
か
ら
も
イ
ー
ス
ト
・
ト
ー
キ

ョ
ー
か
ら
目
が
離
せ
な
い
。
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