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直
虎
か
ら
信
長
、家
康
ま
で
。 

中
世
と
近
世
が
大
き
く 

違
う
の
は「
公
」意
識

猪
瀬　

二
〇
一
七
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ

マ
は
「
お
ん
な
城
主 

直
虎
」
を
放
送
中

で
す
が
、
実
は
磯
田
さ
ん
が
発
案
者
の
一

人
だ
っ
た
と
か
。

磯
田　

僕
の
意
見
が
反
映
さ
れ
た
か
ど
う

か
は
分
ら
な
い
で
す
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
方
に
、

大
河
ド
ラ
マ
に
い
い
人
物
が
い
な
い
か
と

尋
ね
ら
れ
、
渡
し
た
リ
ス
ト
の
中
に
、
直

虎
が
い
ま
し
た
。
朝
ド
ラ
が
好
調
な
の
は
、

歴
史
的
に
無
名
だ
っ
た
り
、
架
空
の
女
性

の
人
生
を
、
先
が
分
ら
ず
ハ
ラ
ハ
ラ
し
て

見
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

で
、
大
河
ド
ラ
マ
で
も
無
名
の
女
性
を
と

り
上
げ
て
み
て
は
、
と
。
直
虎
の
他
に
も
、

四
名
の
戦
国
時
代
の
女
武
将
・
城
主
を
挙

げ
ま
し
た
。
例
え
ば
福
岡
の
柳
川
藩
の
立

花
誾ぎ
ん

千ち

代よ

と
宗
茂
夫
婦
。
こ
れ
は
強
い
武

将
で
、
い
つ
か
ド
ラ
マ
に
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
直
虎
は
、
あ
ま
り
に
無
名
だ

っ
た
た
め
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
か
、

実
際
に
は
従
兄
弟
の
男
性
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
当

主
と
し
て
「
直
虎
」
を
名
乗
っ
た
か
と
い

う
と
、
そ
れ
に
は
異
説
が
あ
り
ま
す
が
、

概
ね
あ
の
よ
う
な
人
生
を
送
っ
た
女
性
は

い
て
、
史
料
も
残
っ
て
い
ま
す
。

猪
瀬　

井
伊
谷
城
主
の
娘
が
次
郎
法
師
と

し
て
出
家
し
、
後
に
領
主
の
座
に
つ
い
た

こ
と
は
確
か
だ
け
れ
ど
、
直
虎
と
名
乗
っ

た
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
よ
ね
。
井
伊
家
は
領
地
を
支
配
す
る
地

頭
の
末
裔
み
た
い
な
も
の
で
す
か
。

磯
田　

そ
う
で
す
、
地
侍
で
す
ね
。
三
千

石
ぐ
ら
い
、
そ
う
大
き
く
な
い
所
領
で
す
。

井
伊
谷
は
浜
名
湖
の
北
に
あ
り
、
現
在
の

静
岡
市
に
は
足
利
幕
府
の
大
名
・
今
川
義

元
が
い
ま
し
た
。
し
か
し
今
川
も
、
小
さ

な
井
伊
家
を
な
か
な
か
潰
せ
な
い
。
そ
の

う
ち
に
義
元
が
桶
狭
間
の
合
戦
で
織
田
信

長
に
討
ち
取
ら
れ
る
と
、
今
川
家
は
衰
退

し
、
力
を
失
え
ば
失
う
ほ
ど
井
伊
家
に
圧

力
を
か
け
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
一
歩
手
前
は
、
下
剋
上
の

社
会
で
す
。
歴
史
学
の
用
語
で
は
「
暴
力

の
日
常
化
」
と
言
い
ま
す
が
、
常
に
そ
こ

ら
中
で
暴
力
が
ま
か
り
通
り
、
剥
き
出
し

の
私
利
私
欲
が
ぶ
つ
か
り
合
う
世
界
で
し

た
。
そ
し
て
暴
力
以
外
に
力
を
持
っ
て
い

た
原
理
は
、
由
緒
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
か

ら
神
仏
の
存
在
で
す
。
井
伊
家
は
、
直
虎

の
時
ま
で
で
約
六
百
年
間
、
井
伊
谷
に
続

く
古
い
家
柄
で
し
た
。

第７回シンポジウム・特別対談報告

江戸のイノベーション
「直虎」以降、改革者の系譜

磯田道史
（歴史家）

猪瀬直樹
（日本文明研究所所長）×
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日
本
に
は
絶
え
ず
に
続
い
て
き
た
家
が

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
頂
点
に
立

つ
の
は
、
天
照
大
御
神
の
子
孫
と
さ
れ
る

皇
室
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
出
雲
大
社
の
権

宮
司
の
千
家
は
、
古
代
、
国
造
と
呼
ば
れ

た
時
代
か
ら
続
い
て
い
ま
す
。
沖
ノ
島
の

隠
岐
家
や
、
紀
伊
の
紀
氏
、
九
州
の
阿
蘇

氏
。
信
濃
の
諏
訪
家
は
武
田
信
玄
に
侵
略

さ
れ
た
け
れ
ど
、
諏
訪
家
の
血
筋
の
勝
頼

が
武
田
家
を
実
質
的
に
継
い
で
い
ま
す
。

猪
瀬　

井
伊
家
も
時
の
勢
力
で
あ
る
今
川

義
元
の
傘
下
に
入
る
こ
と
で
血
筋
を
残
そ

う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
川
の
謀
略
で
、

井
伊
家
二
十
二
代
目
当
主
の
従
兄
弟
で
、

次
郎
法
師
の
許
嫁
だ
っ
た
亀
之
丞
が
追
わ

れ
、
そ
の
子
供
も
殺
さ
れ
そ
う
に
な
る
。

磯
田　

戦
国
時
代
の
侍
は
畳
の
上
で
死
ね

な
い
人
も
多
く
、
井
伊
家
も
直
虎
の
前
の

四
～
五
代
は
、
戦
死
、
毒
殺
、
謀
殺
で
す
。

徳
川
家
も
家
康
の
代
ま
で
そ
う
で
し
た
。

当
時
の
古
文
書
に
残
る
、
今
と
な
っ
て
は

不
思
議
な
表
現
と
し
て
、「
毒
を
飼
う
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
、
昆

虫
な
ど
生
き
も
の
の
毒
が
常
用
さ
れ
て
い

た
の
で
し
ょ
う
。
戦
国
期
に
は
家
来
に
な

る
と
き
に
取
り
交
わ
す
主
従
契
約
書
＝
起

請
文
に
「
お
互
い
に
毒
は
盛
ら
な
い
」
と

い
う
項
目
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

　

宗
教
的
な
慣
習
や
家
柄
が
大
事
に
さ
れ

る
一
方
で
、
暴
力
が
日
常
化
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
社
会
で
は
経
済
発
展
は
生
ま
れ

ま
せ
ん
。
今
川
家
は
、
桶
狭
間
の
合
戦
で

義
元
が
討
ち
取
ら
れ
、
息
子
の
氏
真
が
弔

い
合
戦
を
す
る
の
で
す
が
、
負
け
続
け
ま

す
。
当
時
の
戦
は
、
武
士
た
ち
が
自
ら
軍

事
装
備
や
食
糧
を
用
意
す
る
「
自
弁
」
が

基
本
だ
っ
た
の
で
、
氏
真
に
つ
い
た
武
士

た
ち
は
、
疲
弊
し
て
い
き
ま
す
。
そ
う
な

っ
た
と
き
、
将
軍
が
借
金
棒
引
き
の
徳
政

令
を
出
し
て
、
政
権
を
維
持
し
よ
う
と
す

る
ん
で
す
。

猪
瀬　

今
川
大
将
の
も
と
に
馳
せ
参
じ
る

た
め
に
、
武
士
た
ち
は
商
人
や
寺
社
か
ら

借
金
を
す
る
。
負
け
続
け
れ
ば
、
金
を
返

す
こ
と
が
で
き
な
い
。

磯
田　

当
時
の
支
配
階
級
で
あ
る
室
町
幕

府
も
今
川
家
も
、
公
の
経
済
に
対
し
て
責

任
を
持
っ
て
い
な
い
。
中
世
の
大
名
に
は

自
家
の
家
計
財
政
は
あ
る
が
、
国
家
の
経

済
政
策
は
、
ほ
ぼ
、
な
い
。
借
金
を
チ
ャ

ラ
に
す
る
こ
と
で
、
人
気
取
り
を
し
よ
う

と
し
た
り
す
る
。
し
か
も
借
金
を
棒
引
き

に
す
る
代
わ
り
に
、
そ
の
十
分
の
一
の
金

を
持
っ
て
こ
い
、
な
ど
と
い
う
こ
と
す
ら

あ
る
。
自
分
の
貸
し
た
金
で
は
な
い
で
す

よ
。
つ
ま
り
銀
行
か
ら
一
千
万
円
借
り
て

い
た
も
の
を
、
政
権
に
一
〇
〇
万
円
持
っ

て
い
き
さ
え
す
れ
ば
、
銀
行
に
残
り
の
九

〇
〇
万
円
を
返
さ
な
く
て
も
済
む
、
と
い

う
よ
う
な
無
茶
苦
茶
な
社
会
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
体
制
下
で
は
、
金
を
た
め

て
投
資
に
ま
わ
し
、
金
融
を
や
る
の
は
、

リ
ス
ク
が
高
す
ぎ
て
近
代
的
な
経
済
発
展

は
無
理
で
す
。
来
世
を
願
っ
て
宗
教
発
展

は
あ
り
ま
す
。

猪
瀬　

中
世
は
各
地
域
に
力
の
強
い
豪
族

が
い
て
、
幕
府
や
天
皇
と
い
う
最
高
位
は

あ
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
実
力
、
武
力
で

奪
い
取
っ
て
い
く
世
界
だ
っ
た
。
そ
こ
に
、

信
長
、
秀
吉
、
家
康
と
い
う
天
下
人
が
現

わ
れ
、
戦
国
時
代
が
終
っ
て
い
く
。
近
世

と
中
世
が
大
き
く
違
う
の
は
、「
公
」
意

識
の
有
無
で
す
よ
ね
。

磯
田　

中
世
ま
で
は
、
領
民
た
ち
は
領
主

の
所
有
物
に
近
い
。
例
え
ば
、
中
世
の
領

主
が
ま
と
ま
っ
た
金
が
い
る
と
き
に
、
極

端
な
話
、
領
民
を
家
屋
ご
と
売
っ
て
し
ま

え
た
。
金
が
で
き
た
ら
、
領
民
を
ど
こ
か

か
ら
買
い
戻
せ
ば
い
い
、
と
い
う
ぐ
ら
い

の
考
え
で
す
。
そ
れ
が
江
戸
時
代
に
は
、

「
ご
公
儀
の
田
畠
を
預
か
る
御
百
姓
」
と

い
う
地
位
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
江
戸
時
代
に
な
る
ま
で
天
下

統
一
の
過
程
で
、
信
長
は
も
の
す
ご
い
数

の
人
を
虐
殺
し
ま
し
た
。

猪
瀬　

信
長
は
宗
教
的
権
力
を
潰
し
た
。

こ
れ
は
非
常
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

磯
田　

確
か
に
、
日
本
人
を
宗
教
的
で
な

く
し
た
の
は
、
信
長
で
す
。
徹
底
し
て
一

向
一
揆
を
潰
し
、
一
向
宗
の
僧
侶
も
宗
徒

磯田道史氏

猪瀬直樹所長
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も
根
こ
そ
ぎ
捕
ま
え
て
、
わ
ざ
と
惨
た
ら

し
く
殺
し
ま
す
。
そ
の
ま
ま
火
を
つ
け
て

焼
き
殺
す
と
か
、
磔
柱
で
虐
殺
す
る
と
か
。

そ
し
て
民
衆
に
、
あ
の
よ
う
に
無
残
な
死

に
様
の
者
た
ち
が
、
極
楽
に
行
け
る
わ
け

が
な
い
と
思
わ
せ
る
。
一
方
で
は
、
自
分

た
ち
尾
張
武
士
の
絢
爛
豪
華
な
生
活
を
見

せ
つ
け
て
「
俺
の
下
で
戦
え
ば
、
侍
と
し

て
子
子
孫
孫
ま
で
家
が
栄
え
る
ぞ
」
と
、

デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
た
。
安
土

桃
山
の
衣
服
調
度
が
豪
華
な
の
に
は
、
そ

う
い
っ
た
背
景
も
あ
る
。
そ
う
や
っ
て
、

民
衆
意
識
を
本
願
寺
や
延
暦
寺
な
ど
宗
教

か
ら
引
き
離
し
た
。
日
本
人
の
頭
は
聖
か

ら
俗
へ
転
回
し
ま
し
た
。

江
戸
は
、
農
業
社
会
で
は

人
類
史
上
もっ
と
も
精
密
に

発
達
し
た
経
済
社
会

猪
瀬　

信
長
が
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
宗
教

的
な
権
力
も
、
極
楽
浄
土
の
信
仰
も
潰
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
上
で
土
地

を
耕
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
来
へ
安
定
し

た
生
活
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
思
想
を
、
徳
川
幕
府
が
作
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
江
戸
社
会
が
生
ま
れ
る

に
は
ま
ず
、
中
世
の
克
服
が
あ
っ
た
わ
け

で
す
。

　

江
戸
開
府
一
六
〇
三
年
、
そ
の
約
十
年

後
に
、
大
阪
冬
の
陣
が
終
っ
て
、
た
く
さ

ん
の
浪
人
が
、
就
職
口
を
求
め
江
戸
に
集

ま
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
た
め
江
戸
で
は
、

公
共
事
業
を
提
供
す
る
必
要
が
生
ま
れ
、

人
材
派
遣
業
で
あ
る
口
入
屋
の
歌
舞
伎
で

有
名
な
幡
随
院
長
兵
衛
ら
が
出
て
き
ま
す
。

磯
田　

町
人
身
分
の
遊
侠
の
徒
、
町
奴
で

す
よ
ね
。
口
入
れ
屋
は
、
労
働
市
場
が
な

け
れ
ば
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
、
農

民
は
土
地
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
せ
ん
か
？　

農
民

は
農
民
、
商
人
は
商
人
、
生
ま
れ
持
っ
た

身
分
を
遵
守
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
。

し
か
し
実
際
は
、
同
時
代
の
世
界
の
ど
こ

よ
り
も
、
江
戸
に
は
労
働
移
動
や
職
業
選

択
の
自
由
が
あ
り
ま
し
た
。
軍
指
揮
官
と

し
て
江
戸
城
を
守
る
大
番
頭
は
世
襲
で
し

た
が
、
下
級
な
ら
ば
武
士
に
も
な
れ
ま
し

た
。
江
戸
幕
府
で
出
世
し
た
か
っ
た
ら
、

勘
定
奉
行
所
の
役
人
が
お
す
す
め
で
す
。

身
分
的
に
は
下
級
で
す
が
、
実
力
主
義
な

の
で
、
農
民
の
子
で
も
ス
ピ
ー
ド
出
世
が

可
能
で
し
た
。

　

財
政
運
営
が
世
襲
制
だ
っ
た
ら
、
江
戸

幕
府
は
続
か
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
勘
定

方
の
役
人
に
、
町
民
だ
ろ
う
が
農
民
だ
ろ

う
が
、
頭
の
い
い
人
を
登
用
す
る
と
い
う
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シ
ス
テ
ム
で
機
構
に
風
穴
を
開
け
た
た
め
、

江
戸
幕
府
は
壊
れ
な
か
っ
た
。

猪
瀬　

そ
の
よ
う
に
し
て
、
少
し
ず
つ
江

戸
幕
府
の
機
構
が
整
っ
て
い
き
、
行
政
と

い
う
も
の
が
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
。

　

江
戸
開
府
か
ら
「
時
は
元
禄
十
五
年

（
一
七
〇
二
年
）」
の
赤
穂
浪
士
の
討
ち
入

り
ま
で
、
約
一
〇
〇
年
間
が
、
高
度
経
済

成
長
期
で
す
。
戦
が
な
い
の
で
一
六
〇
〇

万
人
の
人
口
が
倍
の
三
〇
〇
〇
万
人
に
な

り
ま
す
。
人
生
を
畳
の
上
で
終
え
ら
れ
る

こ
と
が
分
れ
ば
、
子
ど
も
を
生
み
育
て
、

経
済
活
動
に
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

磯
田　

堺
屋
太
一
が
『
峠
の
群
像
』
と
い

う
小
説
を
書
い
て
、
大
河
ド
ラ
マ
に
も
な

り
ま
し
た
が
、
一
七
〇
〇
年
は
日
本
が
絶

頂
期
を
迎
え
た
ま
さ
に
「
峠
」
の
時
期
で

す
。
そ
の
頃
の
世
界
人
口
は
六
億
人
で
す

か
ら
、
人
口
三
〇
〇
〇
万
人
は
、
な
ん
と

二
〇
人
に
一
人
、
世
界
の
五
％
が
日
本
人

だ
っ
た
。
今
、
日
本
の
人
口
は
世
界
の

二
％
で
す
。
そ
し
て
二
二
〇
〇
年
、
僕
の

子
供
世
代
が
八
〇
代
に
な
る
頃
は
〇
・

五
％
に
な
る
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
ま

す
。

猪
瀬　

当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
百
年
戦
争

の
真
っ
た
だ
中
で
、
戦
国
時
代
が
続
い
て

い
ま
し
た
か
ら
ね
。
一
方
日
本
は
、
元
禄

か
ら
文
化
・
文
政
の
頃
に
は
経
済
シ
ス
テ

ム
が
整
い
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
が
開
花
す
る

時
代
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
一

七
〇
〇
年
を
境
に
一
八
六
七
～
六
八
年
の

江
戸
時
代
の
終
り
ま
で
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
ほ
と

ん
ど
伸
び
ず
、
ゼ
ロ
成
長
期
と
な
る
。
そ

し
て
関
東
周
辺
や
東
北
は
、
人
口
減
少
時

代
を
迎
え
ま
す
。

　

こ
の
状
況
は
、
日
本
の
現
状
と
似
通
っ

て
い
ま
す
よ
ね
。
そ
う
し
た
中
で
ど
う
生

き
抜
い
て
い
く
の
か
、
そ
の
ヒ
ン
ト
に
な

る
と
思
う
の
が
、
二
宮
金
次
郎
と
い
う
人

物
で
す
。

　

僕
は
『
二
宮
金
次
郎
は
な
ぜ
薪
を
背
負

っ
て
い
る
の
か
？
』
と
い
う
本
を
書
い
て

い
ま
す
。
金
次
郎
は
勤
労
勤
勉
で
語
ら
れ

が
ち
で
す
が
、
実
際
、
こ
れ
は
根
性
論
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
薪
を
山
で
切
り
、
自
ら

背
負
っ
て
、
小
田
原
の
町
に
売
り
に
行
く
。

生
産
と
流
通
と
販
売
を
全
て
一
人
で
行
う
、

利
益
率
が
高
い
商
売
な
の
で
す
。
江
戸
時

代
は
市
場
社
会
に
は
な
り
ま
し
た
が
、
産

業
革
命
が
な
か
っ
た
。
石
炭
、
石
油
が
な

い
時
代
に
、
金
次
郎
少
年
は
エ
ネ
ル
ギ
ー

ビ
ジ
ネ
ス
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
し

て
金
次
郎
が
読
ん
で
い
る
の
は
実
際
に
は

漢
文
の
「
四
書
五
経
」
で
す
が
、
薪
を
ど

こ
で
売
れ
ば
い
い
の
か
、
最
近
何
が
売
れ

て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
市
場
の
「
情

報
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
置
き
換
え
て
よ
い
と

思
い
ま
す
。

磯
田　

江
戸
は
高
い
労
働
生
産
性
を
実
現

で
き
た
社
会
で
し
た
。
そ
の
前
提
に
は
、

識
字
率
の
高
さ
が
あ
り
ま
す
。
幕
末
時
点

で
の
識
字
率
の
国
際
比
較
を
行
っ
て
み
る

と
、
八
～
九
割
の
識
字
率
が
あ
っ
た
の
は
、

イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
北
欧
。

日
本
の
識
字
率
は
、
成
人
男
女
で
四
割
程

度
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
地
域
差

が
あ
っ
て
、
滋
賀
県
で
は
男
女
合
わ
せ
て

六
割
以
上
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

猪
瀬　

そ
れ
を
支
え
た
の
が
寺
子
屋
で
す

よ
ね
。「
読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
」
で
す
か

ら
、
文
字
の
み
な
ら
ず
、
算
術
が
出
来
る

か
ど
う
か
も
重
要
で
す
。

磯
田　

ま
た
日
本
の
場
合
、
学
問
が
職
業

に
直
結
し
て
い
ま
し
た
。
職
人
の
子
は
い

い
職
人
に
な
る
た
め
に
「
百
姓
往
来
」
や

「
大
工
往
来
」
を
読
む
し
、
商
人
は
「
商

売
往
来
」
を
読
み
、
農
民
は
「
農
業
往

来
」
を
読
む
。
中
国
や
朝
鮮
で
は
、
エ
リ

ー
ト
が
「
科
挙
」
と
い
う
役
人
に
な
る
た

め
に
、
恐
ろ
し
く
勉
強
し
ま
す
が
、
日
本

で
は
役
人
以
外
の
人
々
も
そ
れ
ぞ
れ
、
職

業
人
に
な
る
た
め
の
実
学
を
学
ん
だ
た
め
、

高
い
生
産
性
に
繋
が
っ
た
。

　

江
戸
に
は
「
機
関
」
が
な
く
、
産
業
革

命
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
高
度
な
分

業
や
相
場
の
先
物
取
引
な
ど
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
よ
り
進
ん
で
い
る
く
ら
い
で
し
た
。

　

僕
は
地
方
の
町
に
行
く
と
、
電
話
帳
を

見
ま
す
。
そ
の
職
業
分
類
項
目
が
多
い
ほ

ど
、
高
度
に
発
達
し
た
経
済
社
会
だ
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
で
い

う
と
、
江
戸
時
代
は
す
ご
い
。
耳
か
き
を

専
門
に
す
る
女
の
人
が
い
た
り
、
煙
草
を

刻
む
だ
け
の
仕
事
も
あ
る
。

　

驚
い
た
の
は
、
輪
島
塗
な
ど
の
漆
器
に

使
う
細
筆
に
、
一
ミ
リ
に
何
本
も
金
箔
の

線
を
引
け
る
も
の
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
の

筆
を
作
る
た
め
に
は
ま
ず
、
琵
琶
湖
を
走

る
穀
物
造
船
に
棲
み
つ
い
て
い
る
鼠

─

一
番
毛
が
擦
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

そ
れ
を
捕
ま
え
る
専
門
職
が
あ
り
ま
す
。

捕
ま
え
た
鼠
は
、
傷
つ
い
て
い
な
い
腋
の

下
の
毛
の
み
選
る
人
が
い
て
、
縒
っ
て
根

朱
筆
を
作
る
職
人
が
い
る
。
そ
う
し
て
作

ら
れ
た
筆
で
、
蒔
絵
職
人
が
一
ミ
リ
に
何

本
も
の
細
い
線
を
引
き
、
大
名
道
具
の
金

箔
蒔
絵
の
漆
器
を
作
る
ん
で
す
。
江
戸
と

は
、
そ
う
い
う
、
農
業
社
会
で
は
、
人
類

史
上
も
っ
と
も
精
密
に
発
達
し
た
社
会
で

し
た
。
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の
米
は
年
貢
を
生
産
量
の
四
〇
％
取
ら
れ

ま
し
た
が
、
裏
作
は
無
税
で
し
た
。
東
日

本
は
浅
間
山
の
噴
火
で
土
壌
が
酸
性
に
な

り
衰
え
て
い
ま
す
。
一
方
、
麦
と
米
の
二

毛
作
の
で
き
る
九
州
の
北
部
や
、
熊
本
よ

り
西
は
豊
か
に
な
っ
て
、
人
口
も
増
え
ま

し
た
。

猪
瀬　

生
活
が
潤
っ
た
人
の
中
か
ら
金
融

業
を
行
う
人
が
出
て
、
法
的
な
金
利
の
制

限
は
あ
っ
た
も
の
の
、
高
利
を
貪
る
ヤ
ミ

金
も
横
行
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
薪
を

売
っ
て
小
金
を
持
っ
た
二
宮
金
次
郎
は
、

金
融
業
で
人
助
け
を
し
ま
す
。
高
い
金
利

で
借
金
し
て
い
る
人
に
、
安
い
金
利
で
借

り
換
え
て
あ
げ
る
の
で
す
。
そ
し
て
例
え

ば
一
〇
両
借
り
て
い
る
人
な
ら
、
一
年
に

二
両
ず
つ
返
し
て
、
五
年
で
十
両
返
し
て

も
ら
う
。
あ
な
た
は
返
済
の
能
力
が
あ
る

か
ら
、
六
年
目
に
も
う
二
両
く
だ
さ
い
と
。

そ
し
て
そ
の
二
両
は
、
二
宮
金
次
郎
フ
ァ

ン
ド
の
参
加
金
で
す
か
ら
、
ま
た
何
か
の

と
き
に
金
を
借
り
ら
れ
ま
す
よ
と
。

　

ま
た
金
次
郎
は
、
借
金
ま
み
れ
だ
っ
た

小
田
原
藩
の
家
老
の
家
の
財
政
建
て
直
し

を
行
い
ま
す
。
そ
れ
が
藩
主
の
目
に
と
ま

り
、
支
藩
の
復
興
を
命
じ
ら
れ
た
り
、
そ

の
他
陸
奥
国
の
相
馬
藩
や
日
光
の
村
々
な

ど
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
改
革
を
頼
ま
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

二
宮
金
次
郎
の
財
政
改
革
、

宿
場
町
を
維
持
す
る
た
め
の

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

猪
瀬　

労
働
市
場
が
あ
っ
て
、
一
口
に
農

民
と
言
っ
て
も
、
皆
が
農
作
だ
け
や
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
加
治
屋
も
い
れ
ば
、

鋳
掛
屋
も
油
屋
も
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
中

小
企
業
の
経
営
者
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

　

僕
が
学
生
の
頃
は
、
江
戸
時
代
の
百
姓

は
貧
し
く
て
、
常
に
百
姓
一
揆
を
起
こ
し

て
い
る
よ
う
な
歴
史
観
を
植
え
付
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
藩
閥
政
府
が
前

政
権
を
否
定
す
る
た
め
の
薩
長
史
観
が
あ

っ
て
、
そ
こ
に
大
正
六
年
の
ロ
シ
ア
革
命

で
、
日
本
に
マ
ル
ク
ス
主
義
が
入
っ
て
き

ま
す
。
そ
れ
で
ロ
シ
ア
の
農
奴
に
近
い
イ

メ
ー
ジ
を
江
戸
時
代
の
農
民
に
重
ね
て
い

く
。
薩
長
史
観
と
マ
ル
ク
ス
主
義
史
観
が

二
重
に
な
っ
て
、
江
戸
社
会
は
士
農
工
商

に
固
定
さ
れ
、
農
民
が
飢
え
に
苦
し
む
社

会
だ
っ
た
、
と
い
う
誤
っ
た
観
念
を
作
り

上
げ
た
ん
で
す
ね
。

磯
田　

江
戸
時
代
の
租
税
負
担
率
を
調
べ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
思
っ
た
よ
り
少

な
か
っ
た
で
す
ね
。
税
負
担
率
は
固
定
さ

れ
て
い
る
た
め
、
天
候
や
環
境
に
よ
っ
て

地
域
差
は
あ
る
の
で
す
が
。
当
時
、
表
作

磯
田　

財
政
改
革
に
際
し
、
金
次
郎
が
実

質
的
に
複
式
簿
記
と
い
え
る
会
計
を
行
っ

て
い
る
の
に
驚
き
ま
し
た
。
自
分
の
田
畑

は
人
に
任
せ
、
奥
さ
ん
を
留
守
居
さ
せ
て
、

小
田
原
藩
の
ご
家
老
の
家
に
五
年
間
住
み

込
む
の
で
す
が
、
ま
ず
屋
敷
の
屋
根
や
壁

の
面
積
を
計
算
し
て
、
何
年
で
劣
化
し
て

修
繕
に
い
く
ら
か
か
る
か
、
農
具
や
箒
一

本
ま
で
、
ど
れ
だ
け
使
う
か
を
計
算
し
ま

す
。
時
間
軸
に
対
し
て
、
資
本
が
ど
の
よ

う
に
す
り
減
っ
て
い
く
か
を
計
算
し
て
、

支
出
予
定
を
作
る
の
で
す
。
つ
ま
り
減
価

償
却
で
す
。

猪
瀬　

支
出
を
計
り
蓋
を
し
て
、
そ
れ
以

上
使
わ
な
い
と
い
う
キ
ャ
ッ
プ
式
の
財
政

改
革
を
「
分
度
」
と
名
付
け
ま
し
た
。
金

次
郎
フ
ァ
ン
ド
は
関
東
一
帯
に
広
が
っ
て
、

今
の
産
業
再
生
機
構
の
よ
う
に
行
政
改
革

を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
彼
は
農
民

か
ら
最
後
は
幕
府
の
役
人
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
思
想
は
三
河
へ
も
伝
わ
り
、
豊
田
佐

吉
に
も
届
く
。
ト
ヨ
タ
に
流
れ
る
の
は
、

も
と
は
二
宮
金
次
郎
の
思
想
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
も
う
一
つ
紹
介
し
た
い
江
戸

の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
昨
年
映
画
化
さ

れ
た
『
殿
、
利
息
で
ご
ざ
る
！
』。
こ
れ

は
磯
田
さ
ん
が
書
い
た
評
伝
『
無
私
の
日

本
人
』
を
原
作
に
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

伊
達
藩
の
田
舎
の
宿
場
町
が
舞
台
で
す

が
、
当
時
、
侍
が
宿
場
を
通
過
す
る
と
き

に
、
使
者
や
物
資
を
運
ぶ
た
め
の
馬
を
世

話
す
る
「
伝
馬
役
」
と
い
う
賦
役
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
が
毎
年
百
両
程
か
か
り
、

二
百
軒
の
宿
場
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
負
担
で
き
な
い
宿
場
で

一
軒
が
商
売
を
た
た
む
と
、
残
り
百
九
十

九
軒
の
負
担
額
が
か
さ
み
、
さ
ら
に
商
売

を
た
た
む
と
こ
ろ
が
何
軒
も
、
と
、
悪
循

環
と
な
り
町
が
寂
れ
る
。
そ
れ
を
何
と
か

し
な
け
れ
ば
、
と
立
ち
上
が
っ
た
酒
屋
の

主
が
い
た
わ
け
で
す
ね
。

磯
田　

は
い
、
持
続
可
能
な
宿
場
町
に
す

る
た
め
の
算
段
を
試
み
た
わ
け
で
す
。

猪
瀬　

何
を
し
た
か
と
い
う
と
、
一
汁
一

菜
で
、
床
屋
も
銭
湯
も
行
か
ず
、
皆
で
切

り
詰
め
て
、
な
ん
と
か
千
両
の
金
を
作
り

ま
す
。
今
の
三
億
円
に
相
当
す
る
金
額
で

す
。
そ
の
金
を
借
金
で
困
っ
て
い
た
殿
様

に
預
け
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
利
息
と
し

て
毎
年
百
両
く
だ
さ
い
、
と
。
そ
し
て
実

際
に
利
息
の
百
両
を
得
て
、
毎
年
か
か
る

伝
馬
役
の
コ
ス
ト
を
浮
か
せ
、
宿
場
は
滅

び
る
こ
と
な
く
幕
末
ま
で
続
い
た
と
い
う

実
話
で
す
。

磯
田　

殿
が
利
払
い
し
て
く
れ
た
と
こ
ろ

が
、
中
世
の
領
主
と
明
ら
か
に
違
う
点
で

す
ね
。

猪
瀬　

し
か
し
結
果
的
に
は
め
で
た
し
だ
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け
ど
、
役
人
の
稟
議
が
通
る
ま
で
に
三
年

も
四
年
も
決
済
さ
れ
ず
、
当
事
者
は
ど
ん

な
に
困
窮
し
て
苦
し
い
思
い
を
し
た
こ
と

で
し
ょ
う
ね
。
貧
乏
な
人
た
ち
が
必
死
で

か
き
集
め
た
千
両
な
の
に
。
役
所
に
は
そ

う
い
う
、
血
も
涙
も
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
よ
ね
。

磯
田　

良
く
も
悪
く
も
、
日
本
は
官
僚
機

構
が
整
っ
て
い
る
ん
で
す
。
遡
れ
ば
、
豊

臣
秀
吉
の
時
代
の
石
田
三
成
が
す
ご
か
っ

た
。
な
に
せ
国
内
か
ら
四
十
八
万
人
動
員

し
て
、
朝
鮮
を
攻
め
よ
う
と
し
た
の
で
す

か
ら
。
実
際
に
渡
海
さ
せ
た
人
員
は
十
五

万
近
く
。
当
時
の
日
本
人
口
は
一
二
〇
〇

～
一
五
〇
〇
万
ぐ
ら
い
で
、
女
が
半
分
の

六
〇
〇
～
七
五
〇
万
人
、
そ
の
半
分
が
子

ど
も
で
す
。
つ
ま
り
三
〇
〇
万
人
し
か
い

な
い
成
人
男
子
の
、
六
人
に
一
人
を
国
内

動
員
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ち
な
み
に
日
清
戦
争
の
動
員
は
約
二
十
四

万
人
で
す
。
明
治
国
家
に
対
し
て
、
桃
山

時
代
は
人
口
が
六
分
の
一
で
す
か
ら
。
そ

の
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
能
力
は
す
ざ
ま
じ
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
出
来
上
っ
た
仕
組
み
が
各
藩
の

核
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
平
和
な
時

代
に
、
稟
議
制
と
い
う
名
の
、
た
ら
い
回

し
の
組
織
に
な
っ
た
。
た
ぶ
ん
、
日
本
の

会
社
の
発
想
の
行
き
詰
ま
り
は
、
江
戸
時

代
の
武
士
組
織
を
踏
襲
し
す
ぎ
て
い
る
こ

と
に
あ
る
。
組
織
に
長
く
い
る
人
間
が
高

い
地
位
を
与
え
ら
れ
や
す
い
。
副
業
・
兼

業
に
も
規
制
が
大
き
い
。
組
織
に
必
要
以

上
に
忠
誠
心
を
求
め
る
こ
と
も
武
士
社
会

的
で
す
。
そ
の
鍵
を
外
し
て
や
る
こ
と
が
、

必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

流
通
網
の
整
備
で
同
時
代
の

ど
の
国
よ
り
も
安
全
に
旅
が

で
き
た
江
戸
時
代

猪
瀬　

官
僚
機
構
は
、
と
に
か
く
決
済
が

遅
い
よ
ね
。

磯
田　

責
任
の
分
散
を
す
る
ん
で
す
よ
。

月
番
制
と
い
っ
て
、
老
中
も
回
り
番
に
す

る
。
そ
う
で
な
い
行
政
を
し
た
の
は
、
熊

本
藩
で
す
。
通
常
江
戸
時
代
の
決
定
者
は

家
老
か
老
中
な
の
で
す
が
、
熊
本
藩
で
は

奉
行
が
一
人
で
決
め
て
よ
か
っ
た
。
た
だ

し
役
割
が
細
分
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
他
の
藩
で
は
、
代
官
所
や
奉
行
所
で
裁

判
を
し
ま
す
が
、
熊
本
藩
は
公
事
方
と
い

う
裁
判
専
門
の
組
織
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
分
、
手
が
あ
く
奉
行
は
、
殖
産
興
業

政
策
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
。
水
道

橋
を
作
っ
た
り
、
用
水
路
を
掘
っ
た
り
、

産
業
資
金
を
貸
し
付
け
た
り
。
こ
れ
が
成
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功
し
て
豊
か
な
藩
と
な
り
ま
し
た
。
明
治

維
新
で
勝
っ
た
側
は
、
熊
本
藩
の
ス
ピ
ー

ド
の
早
い
行
政
シ
ス
テ
ム
を
学
ん
だ
と
こ

ろ
が
多
い
で
す
ね
。

猪
瀬　

し
か
し
明
治
新
政
府
は
藩
閥
政
府

と
言
わ
れ
る
け
れ
ど
、
実
質
的
な
と
こ
ろ

は
、
江
戸
の
官
僚
が
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ

担
っ
て
き
た
の
か
、
た
ら
い
回
し
体
制
は

今
も
残
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

磯
田　

ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
を
運
ぶ
上
で

は
、
官
僚
制
度
は
機
能
し
ま
す
か
ら
ね
。

年
貢
を
取
る
と
か
、
人
口
統
計
を
取
る
と

か
。
し
か
し
黒
船
が
や
っ
て
く
る
よ
う
に

な
る
と
、
海
軍
を
作
れ
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
う
い
う
組
織
構
造
を
根
本
か
ら

変
え
る
仕
事
は
、
官
僚
制
に
向
か
な
い
。

こ
う
い
う
と
き
に
有
効
な
の
は
、
新
組
織

を
縁
側
の
よ
う
に
旧
組
織
に
付
け
足
す
方

法
で
す
。
旧
式
の
武
者
行
列
の
軍
隊
の
横

に
、
新
式
の
洋
式
軍
隊
を
小
さ
く
作
る
。

そ
し
て
、
う
ま
く
い
き
そ
う
だ
っ
た
ら
、

大
き
く
し
て
い
く
。
刷
新
よ
り
も
同
調
が

得
意
な
日
本
人
の
場
合
、
小
さ
く
新
規
に

第
二
部
署
を
作
っ
て
そ
れ
を
育
て
る
よ
う

な
や
り
方
が
、
改
革
の
第
一
歩
に
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。「
新
事
業
子
会
社
」
方

式
で
す
。
同
じ
物
を
二
つ
持
つ
こ
と
に
な

り
ま
す
か
ら
、
コ
ス
ト
は
か
か
り
ま
す
け

れ
ど
。

猪
瀬　

磯
田
さ
ん
の
『
無
私
の
日
本
人
』

で
も
、
穀
田
屋
十
三
郎
か
ら
改
革
が
始
ま

っ
た
わ
け
で
、
必
ず
最
初
に
立
つ
誰
か
が

い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
二
宮
金
次
郎
も
そ

う
で
す
。
日
本
人
は
、
誰
か
に
つ
い
て
い

く
の
が
得
意
だ
け
ど
、
最
初
の
一
人
に
な

れ
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
小
さ
な

こ
と
で
い
い
か
ら
、
最
初
に
や
る
人
に
な

れ
ば
い
い
で
す
よ
ね
。

　

江
戸
時
代
は
、
市
場
経
済
が
整
い
、
為

替
制
度
も
発
達
し
て
い
ま
し
た
。
旅
行
記

「
東
海
道
中
膝
栗
毛
」
の
主
人
公
の
弥
次

さ
ん
喜
多
さ
ん
は
江
戸
の
庶
民
で
す
が
、

現
金
を
持
た
な
く
て
も
、
ト
ラ
ベ
ラ
ー
ズ

チ
ェ
ッ
ク
で
お
伊
勢
参
り
に
行
け
ま
し
た
。

松
尾
芭
蕉
が
「
奥
の
細
道
」
の
旅
が
で
き

た
の
は
、
あ
ち
こ
ち
に
文
化
レ
ベ
ル
が
高

い
庄
屋
が
い
て
、
俳
句
の
価
値
が
わ
か
り
、

も
て
な
し
て
く
れ
た
か
ら
こ
そ
。
北
斎
は

八
七
歳
で
二
百
キ
ロ
以
上
離
れ
た
信
州
の

小
布
施
に
行
き
、
一
ヶ
月
逗
留
し
て
絵
を

描
い
て
帰
っ
て
く
る
。
要
所
に
宿
場
が
備

わ
っ
て
い
る
し
、
河
川
通
運
の
発
達
で
た

く
さ
ん
の
運
搬
物
が
下
さ
れ
る
小
布
施
に

は
豪
商
が
い
て
、
北
斎
を
接
待
す
る
わ
け

で
す
。

磯
田　

江
戸
時
代
は
同
時
代
の
世
界
の
ど

こ
よ
り
も
安
全
に
旅
が
で
き
た
と
思
い
ま

す
。
老
人
が
旅
の
途
中
で
行
き
倒
れ
、
路

銀
も
無
く
な
っ
た
と
き
に
も
、
通
行
手
形

が
あ
れ
ば
、
継
送
り
制
度
で
村
か
ら
村
へ

担
架
で
運
ん
で
、
自
宅
ま
で
ほ
ぼ
全
て
、

通
過
す
る
村
の
費
用
で
帰
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
中
世
だ
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
身
ぐ

る
み
剥
が
れ
た
で
し
ょ
う
ね
。
落
ち
武
者

は
、
装
備
を
全
部
剥
ぐ
と
一
人
当
た
り
三

〇
〇
〇
万
相
当
だ
そ
う
で
、
手
ぐ
す
ね
引

い
て
待
っ
て
い
る
輩
が
い
た
（
笑
）。
そ

の
状
況
か
ら
、
行
き
倒
れ
た
老
人
が
、
無

料
で
家
ま
で
帰
れ
る
社
会
に
な
っ
た
と
い

う
の
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
す
ね
。

猪
瀬　

江
戸
時
代
に
は
大
規
模
な
治
水
工

事
が
行
わ
れ
、
海
や
河
川
に
よ
る
流
通
や

観
光
産
業
の
発
展
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

利
根
川
の
流
れ
を
変
え
る
治
水
工
事
が
行

わ
れ
た
こ
と
で
、
今
で
言
え
ば
高
速
道
路

に
あ
た
る
運
送
水
路
が
完
備
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
流
れ
を
外
堀
に
引
き
込
み
、
こ
れ
が

首
都
高
速
の
役
割
を
し
ま
す
。
神
楽
坂
辺

り
で
荷
を
揚
げ
て
、
軽
子
が
荷
を
担
い
で

運
び
、
日
本
橋
に
は
河
岸
が
で
き
る
。
そ

の
よ
う
に
し
て
、
流
通
と
い
う
も
の
が
で

き
あ
が
っ
て
い
く
。
そ
の
う
ち
に
鉄
道
貨

物
の
時
代
と
な
り
、
昭
和
十
年
に
は
現
在

高
速
道
路
に
リ
ン
ク
し
た
豊
洲
新
市
場
へ

の
移
転
で
も
め
に
も
め
て
い
る
築
地
市
場

が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
が
。
二
十
一
世
紀

は
ネ
ッ
ト
注
文
し
た
品
物
が
翌
日
届
く
時

代
で
す
が
、
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
そ
こ

へ
至
る
流
通
の
始
ま
り
も
、
江
戸
時
代
で

し
た
。



9

磯田道史（いそだ・みちふみ）
国際日本文化研究センター准教授
1970年岡山県生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科博
士課程修了。博士(史学)。茨城大学准教授、2012年静岡文
化芸術大学文化政策学部准教授、2014年同大学教授を経
て、2016年より現職。著書多数。『武士の家計簿』(新潮ド
キュメント賞受賞)は2010年に森田芳光監督により映画化。
2010年「専門分野である歴史を視聴者にわかりやすく解
説し、放送文化の向上と地域活性化に貢献した」として第
15回NHK地域放送文化賞。2015年『天災から日本史を読
みなおす』で第63回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞。

猪瀬直樹（いのせ・なおき）
作家
1946年生まれ。87年『ミカドの肖像』で第18回大宅壮一
ノンフィクション賞を受賞。『日本国の研究』で96年度文
藝春秋読者賞受賞。2002年小泉首相より道路公団民営化
委員に任命される。07年6月東京都副知事に。12年12月に
東京都知事に就任。15年12月に大阪府市特別顧問に就任。
代表作に『昭和16年夏の敗戦』『ペルソナ三島由紀夫伝』

『ピカレスク 太宰治伝』。近著に『救出』『戦争・天皇・国
家』『正義について考えよう』『民警』『東京の敵』。

登壇者紹介

磯
田　

二
宮
金
次
郎
は
、
五
年
間
家
老
の

家
に
住
み
込
ん
で
改
革
を
手
伝
っ
た
こ
と

で
、
妻
に
逃
げ
ら
れ
ま
す
ね
。
た
だ
家
を

出
た
後
の
妻
の
暮
し
を
考
え
て
、
機
織
り

の
道
具
を
与
え
、
織
物
を
織
っ
て
当
座
の

資
金
を
作
る
よ
う
に
言
っ
た
そ
う
で
す
。

人
間
は
知
恵
と
労
働
の
努
力
が
あ
れ
ば
や

っ
て
い
け
る
、
自
分
の
手
足
で
生
き
て
行

く
覚
悟
を
持
て
、
と
い
う
の
が
金
次
郎
の

揺
る
が
ぬ
思
想
で
す
。
僕
は
、
日
本
が
こ

れ
ま
で
世
界
と
伍
し
て
来
ら
れ
た
根
本
に
、

そ
う
し
た
思
想
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
金
次
郎
は
、
儲
け
た
ら
人
に
譲
る
、

「
譲
」
の
思
想
も
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
の

と
こ
ろ
、
世
界
の
あ
ち
こ
ち
で
自
国
中
心

の
思
想
が
顕
著
な
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す

が
、
世
界
を
一
つ
の
た
ら
い
だ
と
考
え
れ

ば
、
丸
い
た
ら
い
に
張
っ
た
水
を
、
自
分

の
と
こ
ろ
へ
集
め
よ
う
と
し
て
も
、
水
は

向
こ
う
側
に
流
れ
て
行
っ
て
し
ま
う
。
逆

に
向
こ
う
へ
水
を
押
し
や
る
と
、
浮
い
て

い
る
も
の
は
、
手
元
に
戻
っ
て
く
る
。
廻

り
廻
っ
て
自
分
の
利
益
に
な
る
の
で
す
。

世
界
経
済
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
、
こ
れ
ほ

ど
一
つ
に
な
っ
て
い
る
時
代
に
は
、
自
国

だ
け
良
く
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
成
り
立
た
ず
、
大
き
く
間
違
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

金
次
郎
は
持
続
可
能
な
経
済
を
作
ろ
う

と
し
ま
し
た
。
労
働
と
知
恵
で
稼
ぐ
、
多

く
稼
い
だ
人
は
譲
る
、
そ
れ
が
人
間
の
使

命
だ
と
い
う
思
想
を
、
今
学
ぶ
べ
き
な
の

で
は
な
い
か
と
。

猪
瀬　

哲
学
で
す
よ
ね
。
哲
学
と
い
う
の

は
思
い
つ
き
で
は
な
い
、
生
涯
一
貫
し
て

い
る
も
の
を
い
う
と
思
う
ん
で
す
。

磯
田　

哲
学
は
実
用
性
の
な
い
、
霞
の
よ

う
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
政

治
、
軍
事
で
も
経
済
で
も
、
よ
り
よ
く
改

革
す
る
た
め
の
大
元
に
は
、
思
想
以
外
あ

り
ま
せ
ん
。
思
想
こ
そ
が
人
間
の
不
可
能

を
可
能
に
し
、
無
を
有
に
し
、
経
済
を
作

り
、
人
を
救
う
ん
で
す
。
心
を
鍛
え
る
こ

と
が
ど
れ
ぐ
ら
い
重
要
か
、
江
戸
人
は
そ

う
し
た
哲
学
や
道
徳
を
重
視
し
、
生
き
方

や
思
想
を
伝
え
る
こ
と
に
、
骨
を
砕
き
ま

し
た
。
現
在
は
、
儲
け
や
経
済
成
長
を
得

よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
先
走
り
、
経
済
成

長
を
生
み
出
す
思
考
方
法
や
思
想
を
持
つ

と
い
う
根
本
の
と
こ
ろ
を
軽
ん
じ
て
い
る

気
が
し
ま
す
。
常
に
歴
史
を
見
て
い
る
者

と
し
て
、
心
を
変
え
る
こ
と
こ
そ
、
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
第
一
歩
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
ま
で
に
、
一
〇
万
家
系
程
の
古
文

書
を
読
ん
で
い
ま
す
が
、
本
を
読
ん
だ
り
、

人
の
話
を
聞
い
た
り
、
意
識
改
革
を
し
よ

う
と
し
た
人
が
い
た
家
系
に
は
、
そ
の
後
、

何
世
代
に
も
亘
っ
て
影
響
が
あ
り
ま
す
。

習
慣
や
思
想
は
、
親
か
ら
子
、
子
か
ら
孫

へ
と
伝
わ
り
、
彼
ら
の
生
き
る
力
に
な
る

場
合
が
多
い
ん
で
す
。

猪
瀬　

作
家
は
簡
単
に
言
え
ば
、
思
想
と

ビ
ジ
ョ
ン
を
作
る
仕
事
で
す
。
政
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木蔵シャフェ君子氏
一般社団法人MiLI（マインドフルリーダーシップ

インスティテュート）理事、創立者

藤田一照氏
曹洞宗僧侶、国際布教使、

曹洞宗国際センター2代所長

猪瀬直樹氏
作家、日本文明研究所所長

日本文明研究所  2017  第８回  シンポジウム

  戦前に英文で書かれた鈴木大拙『禅と日本文化』により、禅は世界で独自に展開しました。21世紀に入ってからは米
シリコンバレーで「マインドフルネス」として急速に普及し、グーグルはじめ著名企業の社員研修プログラムにも組み
込まれるようになりました。仏教の禅と世俗的文脈でのマインドフルネスの相違を踏まえながら、あらためて日本文明
にとって禅とは何かを考えます。
   曹洞宗国際センター所長で、17年間米国にて坐禅指導、マインドフルネス第一人者ジョン・カバット・ジン博士の招
聘を行うなど禅とマインドフルネス双方に精通する藤田一照師、脳科学とマインドフルネスを基にGoogle本社が開発し
た社員研修プログラムを日本企業に提供する社団法人MiLI（マインドフルリーダーシップインスティテュート）創立者の
木蔵シャフェ君子理事を登壇者に迎え、パネルディスカッションを行います。

禅とマインドフルネス
基調対談

伝統工芸品
紹介サイトのご案内

海外サイト：https://shops.japancivilization.org
日本国内サイト：http://japancivil.shop9.makeshop.jp

所長からのメッセージ
日本文明研究所では、シンポジウムに加え、伝統工芸品の紹介と販売を行っ
ております。日本には現在約1200の伝統工芸品があるといわれますが、それ
らの生産基盤が衰退しつつあるのが現状です。当研究所は、活動の一環とし
て、全国の貴重な伝統工芸の品々を掘り起こし、永 と々受け継がれてきた日
本人の匠の技や美を皆様とともに堪能し、育んでいけることを願っております。

つまみかんざし 山越阿弥陀
（半分タイプ）

山越阿弥陀
（原寸タイプ）

京焼  陶器

日本竹古風京都籠

縅（おどし）サムライ鎧

お問合せ：一般財団法人日本文明研究所〒 150-0031　東京都渋谷区桜丘町24-5　電話：03-5456-8082  Mail：info@japancivilization.org 

　　　日時： 2017年5月26日(金) 
19時～21時(18時30分開場予定)

　　　会場： 日本経済大学東京渋谷キャンパス246ホール
（定員100人） 
150-0031 東京都渋谷区桜丘町25-17

参加費： 2,000円（当日、受付にてお支払いください）
参加申込先： 以下のサイトよりお申し込みください。 

 http://www.japancivilization.org/
　　　　　　 お問い合わせ先　一般財団法人日本文明研究所
　　　　　　TEL 03-5456-8082

＊参加者には実際に椅子に腰掛けたまま瞑想を体験していただけます。


