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今
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」が
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
日
常
生
活
の
知
恵
は
、

実
は
町
衆
が
深
い
教
養
と
英
知
に
基
づ
い
て
生
み
出
し
た
も
の
だ
っ
た
。
明
治
維
新
を
経

て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
中
に
は
、
私
た
ち
が
学
ぶ
べ
き
も
の
が
た
く

さ
ん
詰
ま
っ
て
い
る
。「
傘
か
し
げ
」「
こ
ぶ
し
腰
浮
か
せ
」
な
ど
の
振
る
舞
い
を
実
行
す

る
だ
け
で
な
く
、
底
に
流
れ
る
深
い
思
想
や
哲
学
を
知
り
、
生
活
に
生
か
す
た
め
の
心
構

え
を
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に
造
詣
の
深
い
越
川
禮
子
氏
に
伺
っ
た
。

江
戸
し
ぐ
さ
語
り
部
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い
ろ
勉
強
し
、
そ
れ
を
咀そ

嚼し
ゃ
くし
て
や
さ

し
い
言
葉
に
置
き
換
え
、
一
般
の
町
人

に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
っ
た

の
で
す
。
そ
の
言
葉
が
や
さ
し
い
だ
け

で
は
な
く
、
美
し
い
ん
で
す
。
し
か
も
、

ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
。
こ
れ
が
す
ご
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
や
さ
し
く
し
て
も

品
格
を
落
と
さ
な
い
た
め
に
は
、
相
当

教
養
が
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

　

学
者
で
す
と
、
難
し
い
こ
と
を
難
し

く
言
っ
て
も
通
用
す
る
わ
け
で
す
。
で

も
、
そ
れ
で
は
一
般
の
人
に
は
理
解
で

き
ま
せ
ん
。

―
―
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
い
う
言
葉

が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
こ
こ
数
年
の
こ
と
で
す
。
傘
を
さ

し
て
す
れ
違
う
と
き
に
お
互
い
に
傘

を
人
の
い
な
い
外
側
へ
傾
け
、
濡
れ

な
い
よ
う
に
す
る「
傘
か
し
げ
」な
ど
、

し
ぐ
さ
の
一
つ
一
つ
が
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
先
生
の
ご
著
書
を
拝
読

す
る
と
、
本
当
は
基
本
に
あ
る
「
江

戸
の
文
化
」
や
「
精
神
」
が
大
事
だ

と
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

越
川　

そ
の
と
お
り
で
す
。
あ
ま
り
に

も
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
往
来
し
ぐ
さ
が

有
名
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、「
江

戸
し
ぐ
さ
」
の
伝
承
者
・
芝し

ば

三み
つ

光
あ
き
ら

先

生
は
、

　
「『
ほ
う
れ
ん
そ
う
の
缶
詰
を
売
る
宣

伝
と
し
て
ポ
パ
イ
の
漫
画
を
作
っ
た
の

に
、
漫
画
ば
か
り
が
有
名
に
な
っ
て
、

缶
詰
は
さ
っ
ぱ
り
売
れ
な
か
っ
た
』
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
似
て
い
る
ね
」

　

と
苦
笑
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
元
の
考

え
方
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
、
私
も
い
ろ
い
ろ
な
本
や

雑
誌
に
書
い
て
お
り
ま
す
。

―
―
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
考
え
方
を

生
ん
だ
の
は
、
当
時
の
町
衆
だ
っ
た

ん
で
す
ね
。
江
戸
時
代
は
武
家
文
化

に
基
づ
く
規
範
が
強
か
っ
た
と
い
う

印
象
が
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
は
町

人
が
生
み
出
し
た
と
い
う
の
が
新
鮮

な
驚
き
で
し
た
。

越
川　

い
わ
ゆ
る
町
方
の
一
番
上
に
立

つ
人
た
ち
、
今
で
言
う
な
ら
経
団
連
の

メ
ン
バ
ー
の
よ
う
な
人
た
ち
の
生
活
信

条
が
「
江
戸
し
ぐ
さ
」。
そ
う
い
う
人

た
ち
が
優
秀
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
彼
ら

が
中
国
の
古
典
・
四
書
五
経
な
ど
い
ろ

町
衆
の
生
活
信
条
だ
っ
た「
江
戸
し
ぐ
さ
」

「
江
戸
し
ぐ
さ
」か
ら
学
ぶ
上
手
な
生
き
方

「
江
戸
し
ぐ
さ
」が
持
つ
深
い
思
想
性

う
方
が
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
取
り
上
げ

る
こ
と
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う

方
た
ち
に
は
ぜ
ひ
根
本
を
知
っ
て
ほ
し

い
で
す
。

　

例
え
ば
陽
明
学
。「
江
戸
し
ぐ
さ
」

の
ル
ー
ツ
に
は
陽
明
学
が
入
っ
て
い
ま

―
―
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
き
ち
ん
と
理

解
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
古
典
の

こ
と
も
知
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。

越
川　

一
般
の
方
な
ら
と
も
か
く
、
最

近
は
編
集
者
と
か
テ
レ
ビ
・
広
告
の
プ

ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
い

【こぶし腰浮かせ】
電車やバスで新客が乗ってきたら、先客はこぶし分腰を浮かせて、席
をつめながら一人分の空間をつくる。新客は先客にお礼を言って席に
座る。江戸しぐさは大勢の人が気持ちよく暮らすための思いやりであ
り共生のマナーである。
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お
話
す
る
よ
う
に
な
っ
て
一
六
年
た
ち

ま
し
た
。
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
人
情
の
機

微
に
通
じ
素
晴
ら
し
い
と
感
心
し
ま
す
。

す
。
日
本
陽
明
学
の
祖
と
言
わ
れ
る
、

中な
か

江え

藤と
う
じ
ゅ樹
の
「
五
事
を
正
す
」
は
「
江

戸
し
ぐ
さ
」
そ
の
も
の
で
す
。

● 

貌
（
顔
か
た
ち
）

　

愛
敬
の
心
を
込
め
て
や
さ
し
く
和
や

か
な
顔
つ
き
で
人
と
接
す
る

● 

言
（
言
葉
遣
い
）

　

相
手
に
気
持
ち
良
く
受
け
入
れ
ら
れ

る
よ
う
な
話
し
方
を
す
る

● 

視
（
ま
な
ざ
し
）

　

愛
敬
の
心
を
込
め
て
温
か
く
人
を

見
、
物
を
見
る
よ
う
に
す
る

● 

聴
（
よ
く
聴
く
）

　

相
手
の
気
持
ち
に
立
っ
て
、
話
に
耳

を
傾
け
る

● 

思
（
思
い
や
り
）

　

愛
敬
の
心
を
持
っ
て
、
相
手
の
こ
と

を
思
い
や
る

　

中
江
藤
樹
は
こ
の
五
事
を
正
せ
ば
、

良
知（
誰
と
で
も
仲
良
く
親
し
み
合
い
、

尊
敬
し
合
い
、
認
め
合
う
美
し
い
心
）

に
至
る
と
教
え
て
い
ま
す
。 

―
―
本
当
に
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
の

共
通
点
が
多
い
で
す
ね
。

越
川　

そ
う
で
し
ょ
う
？　

た
だ
中
江

藤
樹
は
学
者
先
生
で
す
か
ら
あ
ま
り
や

さ
し
く
言
っ
て
く
れ
な
い（
笑
）。
今
で

も
会
社
の
社
長
さ
ん
た
ち
な
ど
が
朱
子

学
や
陽
明
学
を
勉
強
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
け
れ
ど
、
な
ぜ
あ
ん
ま
り
世
の
中
が

良
く
な
っ
て
い
か
な
い
か
と
い
う
と
、

難
し
い
言
葉
で
語
っ
て
い
る
か
ら
。
そ

れ
で
は
世
の
中
に
広
が
ら
な
い
ん
で

す
。

　

そ
の
点
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
わ
か
り

や
す
く
、
子
ど
も
で
も
で
き
る
こ
と
が

多
い
か
ら
効
果
的
な
の
で
す
。「
ゴ
ミ

を
拾
う
」
と
か
「
挨
拶
を
す
る
」「
思

い
や
り
の
心
を
」
な
ど
、
さ
さ
や
か
な

こ
と
の
積
み
重
ね
で
世
の
中
を
楽
し

く
、気
持
ち
良
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
日
本
を
美
し
い
国
に
し
よ
う
！
」
と

叫
ば
れ
て
も
、
庶
民
は
ど
う
し
て
い
い

か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
さ
さ
や
か
で

具
体
的
な
こ
と
を
偉
い
人
た
ち
が
率
先

し
て
や
っ
て
く
れ
れ
ば
、
み
ん
な
が
ま

ね
を
す
る
。
私
が
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を

成
長
段
階
を
重
視
し
た
江
戸
の
子
育
て
哲
学

―
―
子
ど
も
が
「
世
辞
」
を
言
う
と

褒
め
ら
れ
た
と
い
う
の
が
面
白
い
で

す
ね
。
こ
の
場
合
の
「
世
辞
」
と
は
、

今
で
言
う
「
お
世
辞
」
と
は
少
し
違
う

意
味
で
あ
っ
た
と
か
。

越
川　

そ
う
で
す
。「
こ
ん
に
ち
は
！
」

と
挨
拶
し
た
あ
と
で
必
ず
何
か
一
言
添

え
る
。
そ
れ
が
で
き
れ
ば
褒
め
て
や
る
。

江
戸
時
代
、
子
ど
も
を
段
階
的
に
育
て

る
養
育
法
と
し
て
、

　
「
三
つ
心
、
六
つ
躾

し
つ
け、
九
つ
言
葉
、

十
二
文ふ

み
、
十
五
理

こ
と
わ
りで
末す

え

決
ま
る
」

　

と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
し
た
。

（
三
つ
心
）

　

三
歳
ま
で
は
ま
ず
心
の
存・

・在
と
そ
の

大・

・

・
事
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
大
人
た
ち
の

間
で
静
か
に
我
慢
す
る
こ
と
も
覚
え
さ

せ
ま
す
。

　

九
州
大
学
の
井い
の
く
ち口
潔

き
よ
し

先
生
は
、「
ヒ

ト
は
ヒ
ト
科
の
動
物
と
し
て
生
ま
れ
、

一
〇
歳
ま
で
に
教
育
で
人
間
に
な
る
。

良
い
人
間
に
な
る
に
は
三
歳
ま
で
に

眠
っ
て
い
る
感
性
を
揺
り
動
か
す
こ
と

が
一
番
大
切
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
す
が
、
江
戸
の
人
は
そ
れ
を
実
践
し

て
い
ま
し
た
。

（
六
つ
躾
）

　

六
歳
ま
で
に
大
人
た
ち
の
振
る
舞
い

を
見
習
わ
せ
、
寺
子
屋
な
ど
で
き
ち
ん

と
師
匠
の
目
を
見
て
話
を
聞
く
よ
う
に

すらりとした長身の越川氏。しゃっきりとし
た身のこなしと気配りが、「江戸しぐさ」の語
り部らしさを感じさせる。最近はアメリカに
も招かれ、日系人中心の会で講演してきた。
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こしかわ・れいこ● 1926 年東京生まれ。1944 年青山学
院女子専門部卒業。1966 年女性スタッフのみで市場調査
や商品企画を手がける株式会社インテリジェンス・サービ
スを設立。現在は取締役社主。2007 年「ＮＰＯ法人江戸
しぐさ」を発足、理事長就任。テレビコマーシャルや公共
マナー広告「江戸しぐさ」キャンペーンで、さりげないマ
ナーの大切さを訴え、これにより江戸しぐさが一気に全国
に広がる。現在は唯一の「江戸しぐさ語り部」として、「江
戸しぐさ」の伝承と普及のために精力的に活動を行ってい
る。著書に『商人道「江戸しぐさ」の知恵袋』『江戸の繁
盛しぐさ─イキな暮らしの知恵袋』など。

さ
せ
ま
す
。

（
九
つ
言
葉
）

　

九
歳
ま
で
に
は
、
ど
ん
な
人
に
も
失

礼
で
な
い
挨
拶
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま

す
。「
さ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」と
か「
お

寒
く
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
大
人
の
会

話
、
つ
ま
り
「
世
辞
」
が
言
え
る
よ
う

に
す
る
の
で
す
。
九
歳
に
な
っ
て
も「
世

辞
」
が
言
え
な
い
よ
う
で
は
、
将
来
江

戸
商
人
と
し
て
大
成
し
な
い
と
見
ら
れ

た
ん
で
す
。

―
―
そ
れ
は
厳
し
い
で
す
ね
。
現
在

の
知
識
重
視
の
「
早
期
教
育
」
と
は
違

い
ま
す
。

越
川　

今
み
た
い
な
こ
と
を
し
て
も
意

味
が
な
い
で
す
よ
。
ま
ず
は
子
ど
も
の

み
ず
み
ず
し
い
感
性
（
生
き
る
力
）
に

訴
え
、
体
感
さ
せ
る
こ
と
が
大
事
だ
と
、

江
戸
の
人
は
知
っ
て
い
た
ん
で
す
。

（
十
二
文
）

　
「
十
二
文
」
と
は
、
一
二
歳
の
こ
ろ

に
は
一
家
の
あ
る
じ
の
代
わ
り
に
手
紙

を
書
け
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
で

す
。
あ
る
じ
が
死
ん
で
も
す
ぐ
に
代
役

が
で
き
る
よ
う
に
、
注
文
書
や
請
求
書
、

苦
情
処
理
の
弁
解
書
も
ま
が
り
な
り
に

も
書
け
る
よ
う
に
鍛た

ん
い
く育

し
て
い
た
そ
う

で
す
か
ら
大
し
た
も
の
で
す
。

（
十
五
理
）

　
「
十
五
理
」
と
は
、
経
済
、
物
理
、

科
学
な
ど
の
森
羅
万
象
を
暗
記
で
な
く

実
感
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る

こ
と
。
こ
の
よ
う
に
段
階
を
踏
ん
で
、

き
ち
ん
と
子
ど
も
を
育
て
る
大
事
さ
が

理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
生
き
る
力

と
な
る
感
性
を
磨
か
ず
知
識
だ
け
詰
め

込
ん
で
、
躾
を
後
ま
わ
し
に
し
て
し
ま

う
と
、
現
在
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
問

題
が
起
こ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

―
―
親
の
問
題
も
大
き
い
で
す
。

越
川　

先
日
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
さ
ん

か
ら
聞
か
さ
れ
て
驚
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
運
転
し
て
い
た
ら
子
ど
も
が
飛

び
出
し
て
き
た
の
で
慌
て
て
ブ
レ
ー
キ

を
踏
み
、
事
無
き
を
得
た
ん
だ
そ
う
で

す
。
ほ
っ
と
し
て
降
り
て
、
そ
の
四
歳

ぐ
ら
い
の
子
に
「
大
丈
夫
か
い
？
」
と

言
っ
た
ら
、
そ
の
子
は
自
分
が
悪
い
こ

と
を
し
た
の
を
知
っ
て
い
て
、
わ
あ
わ

あ
泣
き
な
が
ら
「
お
じ
ち
ゃ
ん
、
ご
め

ん
な
さ
い
！
」
と
謝
っ
た
そ
う
で
す
。

「
け
が
が
な
く
て
よ
か
っ
た
」
と
い
た

わ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
今
度
は
母
親
が

飛
び
出
し
て
き
て
、「
何
で
あ
や
ま
る

の
！
」
と
子
ど
も
を
も
の
す
ご
く
叱
っ

た
ん
で
す
っ
て
。
運
転
手
さ
ん
は
頭
に

き
ち
ゃ
っ
て
、「
あ
ん
た
よ
り
よ
っ
ぽ

ど
子
ど
も
の
方
が
立
派
だ
！
」
と
喧
嘩

に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

難
癖
を
つ
け
ら
れ
て
、
何
か
を
要
求

さ
れ
た
ら
嫌
だ
と
か
、
そ
う
い
う
変
な

方
向
に
頭
が
働
く
ん
で
す
。
そ
ん
な
親

の
姿
を
見
て
子
ど
も
が
ど
う
思
う
か
。

損
得
だ
け
で
判
断
す
る
。
悪
い
こ
と
で

も
「
上
手
に
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
し

た
方
が
得
だ
」
と
い
う
よ
う
な
ず
る
い

考
え
方
を
す
る
大
人
が
増
え
て
い
ま

す
。

―
―
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
に
も
通
ず
る

話
で
す
ね
。

越
川　
「
儒
商
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
。
た
だ
商
い
で
お
金
を
も
う
け
る

だ
け
で
な
く
、
ち
ゃ
ん
と
世
の
た
め
人

の
た
め
に
な
る
よ
う
な
こ
と
も
し
て
い

く
商
人
を
「
儒
商
」
と
呼
び
、「
あ
な

た
は
儒
商
み
た
い
で
す
ね
」
と
言
わ
れ

た
ら
そ
れ
は
褒
め
言
葉
な
の
で
す
。「
江

戸
し
ぐ
さ
」
の
中
に
、「
良
き
も
の
を

良
き
暮
ら
し
を
す
る
た
め
に
調
達
す
る

の
が
商
人
だ
」
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま

す
。

　

ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
に
も
、
同
じ
よ

う
な
言
葉
が
あ
る
そ
う
で
す
ね
。「
良

き
暮
ら
し
を
す
る
た
め
の
良
き
も
の
を

商
う
の
が
商
人
だ
」。
だ
か
ら
「
グ
ッ

ド
」
か
ら
転
じ
た
「
グ
ッ
ズ
」
と
い
う

言
葉
も
生
ま
れ
る
。
そ
う
し
な
い
と
神

罰
が
下
る
と
書
い
て
あ
る
と
か
。「
儒

商
」
も
同
じ
で
、
儒
教
精
神
で
や
れ
ば
、

企
業
倫
理
に
反
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な

い
で
し
ょ
う
。
お
金
を
も
う
け
る
こ
と

が
悪
い
の
で
は
な
く
、
や
り
方
、
使
い
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壊
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
で
し
ょ

う
ね
。
江
戸
の
町
衆
は
何
事
も
控
え
め

を
良
し
と
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

明
治
維
新
で
よ
そ
か
ら
人
が
た
く
さ
ん

入
っ
て
き
て
、
勝
利
し
た
勢
い
で
傍
若

無
人
に
振
る
舞
う
人
も
出
て
き
た
。
そ

れ
を
見
て
、
江
戸
の
人
間
は
眉
を
ひ
そ

め
て
い
た
わ
け
で
す
が･･････

明
治

政
府
の
中
で
は
江
戸
の
こ
と
を
悪
く
言

う
人
が
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。
結
局
、

江
戸
の
良
さ
が
ど
ん
ど
ん
消
え
て
い
き

ま
し
た
。

　

次
に
戦
時
中
。
国
民
は
出
征
や
勤
労

動
員
な
ど
で
と
に
か
く
戦
争
に
追
い
立

て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
戦
後
は
経
済
一

辺
倒
に
な
り
、「
欧
米
に
追
い
付
け
、

追
い
越
せ
」
で
必
死
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
三
段
階
ぐ
ら
い
で「
江
戸
し
ぐ
さ
」

の
精
神
は
失
わ
れ
て
い
っ
た
ん
で
す
。

―
―
本
来
は
、
誰
で
も
き
っ
か
け
さ

え
あ
れ
ば
で
き
る
と
こ
ろ
が
「
江
戸

し
ぐ
さ
」
の
良
さ
。
復
活
さ
せ
た
い

で
す
。

越
川　

子
ど
も
な
ん
て
も
の
す
ご
い
直

感
力
を
持
っ
て
い
ま
す
よ
。
す
ぐ
に
真

髄
を
つ
か
み
ま
す
。
私
は
子
ど
も
た
ち

を
集
め
た
講
演
も
し
ま
す
が
、
こ
の
間

な
ん
か
「
江
戸
し
ぐ
さ
を
や
っ
て
み
た

い
子
は
壇
上
に
き
て
」
と
声
を
か
け
る

―
―
た
し
か
に
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に

関
す
る
ご
著
書
を
拝
読
し
て
お
り
ま

す
と
、
現
代
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
が

学
ぶ
べ
き
こ
と
が
た
く
さ
ん
入
っ
て

い
ま
す
。

越
川　

江
戸
時
代
は
い
ろ
い
ろ
「
講
」

（
目
的
を
一
つ
に
す
る
人
び
と
の
集
ま

り
。「
富
士
講
」
と
か
「
頼
母
子
講
」

な
ど
が
有
名
）
が
あ
り
ま
し
た
。「
江

戸
し
ぐ
さ
」
関
連
で
は
「
べ
か
ら
ず
講
」

と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ

は
「
～
し
て
は
い
け
な
い
」
で
は
な
く

て
、「
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
ら
江
戸

の
商
人
と
し
て
軽
ん
じ
ら
れ
る
よ
」
と

い
う
反
省
の
た
め
の
講
で
し
た
。

　

例
え
ば
「
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ

た
」
と
江
戸
商
人
が
言
っ
た
ら
、
も
う

商
人
の
資
格
が
な
い
。
そ
れ
か
ら
「
あ

の
商
人
は
人
が
い
い
か
ら
倒
産
し
た
」

と
も
言
っ
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
そ

の
人
が
バ
カ
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の

と
同
じ
こ
と
だ
か
ら
。
ま
た
、
見
て
分

か
る
こ
と
を
言
っ
て
も
い
け
な
い
。「
あ

な
た
、痩や

せ
ま
し
た
ね
」と
か「
あ
な
た
、

禿は

げ
て
い
ま
す
ね
」
な
ど
と
い
う
の
は

ダ
メ
。
つ
ま
り
「
べ
か
ら
ず
講
」
と
は

自
己
研
鑽
を
す
る
た
め
の
集
ま
り
な
ん

で
す
。

―
―
私
は
「
時
泥
棒
」
が
印
象
に
残

り
ま
し
た
。

越
川　

時
間
を
す
ご
く
大
事
に
し
た
ん

で
す
ね
。
自
分
の
時
間
が
大
切
な
よ
う

に
、
相
手
の
時
間
も
無
駄
に
し
な
い
。

今
だ
っ
て
電
話
を
か
け
た
と
き
に
「
今

二
～
三
分
お
時
間
を
頂
い
て
も
よ
ろ
し

い
で
す
か
？
」
と
言
え
る
か
言
え
な
い

か
が
大
き
い
。
何
し
ろ
「
時
泥
棒
は
弁

済
不
能
の
十
両
の
罪
」
と
言
う
ん
で
す

か
ら
。

―
―
と
こ
ろ
が
、こ
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」

が
最
近
に
な
る
ま
で
忘
れ
ら
れ
て
し

ま
っ
て
い
た
。こ
れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。

越
川　

明
治
維
新
で
そ
れ
ま
で
の
江
戸

の
文
化
が
廃は

い
ぶ
つ仏

毀き

釈し
ゃ
くな

ど
と
と
も
に
破

ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
に
役
立
つ「
江
戸
し
ぐ
さ
」

と
、
ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し
そ
う
に
し
な

が
ら
五
〇
人
ぐ
ら
い
わ
っ
と
出
て
き
ま

し
た
よ
。「
傘
か
し
げ
」
な
ん
て
、
う

れ
し
が
っ
て
や
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

―
―
「
上
手
な
『
世
辞
』
の
言
い
方
」

な
ん
て
子
ど
も
に
教
え
た
ら
喜
ん
で

や
り
そ
う
で
す
（
笑
）。

越
川　

そ
う
で
す
ね
。
う
ま
く
で
き
た

ら
大
人
が
う
ん
と
褒
め
て
や
る
。
親
と

は
違
う
よ
そ
の
大
人
に
褒
め
ら
れ
る
っ

て
、
子
ど
も
に
は
う
れ
し
い
こ
と
な
ん

で
す
。
形
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、

だ
ん
だ
ん
心
に
つ
い
て
も
学
ん
で
ほ
し

い
。「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
ハ
ー
ド
と
ソ

フ
ト
の
両
方
が
同
時
に
あ
っ
て
発
達
し

た
の
で
す
か
ら
。

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
が
本
当
に
身
に
つ
い

た
人
は
、
ま
わ
り
か
ら
見
て
も
美
し
い

振
る
舞
い
の
人
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
日
常
生
活
が
粋
で
、
と
に
か
く
格

好
い
い
。
だ
か
ら
長
屋
の
「
熊
さ
ん
八

っ
つ
ぁ
ん
」
ま
で
も
ま
ね
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
本
質
を

学
ん
で
、
少
し
で
も
そ
う
い
う
大
人
が

増
え
て
い
く
と
良
い
の
で
す
が
。

―
―
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
ね
。
本

日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

（
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長

　

河
野
圭
志
）

方
の
問
題
で
す
。　

　

一
時
脚
光
を
浴
び
な
が
ら
失
脚
し
て

し
ま
う
経
済
人
の
中
に
は
、
派
手
な
暮

ら
し
ぶ
り
を
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
人

も
い
ま
す
。
自
分
の
た
め
に
お
金
を
使

う
だ
け
で
な
く
、
世
の
た
め
人
の
た
め

に
使
っ
て
い
れ
ば
失
脚
せ
ず
に
済
ん
だ

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。




