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セ
ド
リ
と
は
？

橋
口

侯
之
介
（
誠
心
堂
書
店
）

最
近
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
が
盛
ん
で
、
掘
り
出
し
物
を
見
つ
け
よ

う
と
渡
り
歩
く
こ
と
を
「
セ
ド
リ
」
と
い
い
、
そ
れ
を
行
う
人
を
「
セ
ド
ラ
ー
」
と

い
う
そ
う
だ
。
元
々
は
古
書
業
界
の
用
語
で
、
「
同
業
者
の
店
頭
か
ら
転
売
を
目
的

と
し
て
古
書
を
抜
き
買
い
す
る
こ
と
」
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

実
際
、
昭
和
四
、
五
十
年
代
ま
で
店
を
も
た
ず
に
各
地
の
本
屋
を
回
っ
て
本
を
仕
入
れ
、

そ
れ
を
古
書
市
場
や
専
門
店
に
持
っ
て
い
っ
て
利
ざ
や
を
稼
ぐ
フ
リ
ー
の
業
者
が
少
な
か

ら
ず
い
た
。
こ
れ
を
セ
ド
リ
と
い
っ
た
。
ま
た
、
同
業
の
本
屋
を
回
っ
て
本
を
仕
入
れ
る

行
為
そ
の
も
の
を
セ
ド
リ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
に
「
背
取
り
」
と
い
う
字
を
あ
て
て
説
明
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
本
の
背

中
を
見
て
回
わ
る
か
ら
だ
と
い
う
俗
説
が
生
ま
れ
た
が
、
こ
れ
は
当
た
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
洋
装
本
に
な
る
前
の
江
戸
時
代
か
ら
あ
っ
た
用
語
だ
か
ら
だ
。
ま
た
、
明

治
の
初
め
に
活
躍
し
た
セ
ド
リ
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
か
れ
ら
も
主
な
商
品
対
象
は

和
本
で
あ
る
。
本
の
背
中
は
見
え
な
い
。

江
戸
時
代
の
文
献
で
セ
ド
リ
の
こ
と
が
明
快
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
文
政
年
間
の

人
情
本
『
玉
川
日
記
』
二
編
の
序
で
あ
る
。
そ
こ
に
作
者
の
南
僊
笑
こ
と
為
永
春
水

な
ん
せ
ん
し
よ
う

の
こ
と
を
こ
う
表
現
し
て
い
る
（本
書
目
三
一
四
番
が
該
当
品
、
序
文
は
写
真
版
参
照
）。

今
の
南
僊
笑

昔
を
問
へ
ば
為
永
正
助
、
扇
一
本
の
舌
講
師
よ
り
た
ゝ
き
出
し
、

本
の
糶
取
の

擔

商

、
西
行
法
師
に
あ
ら
ね
ど
も
、
不
断
背
中
に
包

袱
を

せ

と
り

か
つ
ぎ
あ
き
な
ひ

ふ
ろ
し
き
つ
つ
み

放
た
ず
、
昼
は
足
を
擂
木
に
し
て
江
戸
中
を
欠
廻
り
…
…

か
け

若
い
頃
の
春
水
は
講
釈
師
を
し
な
が
ら
、
本
の
糴
取
の
担
商
を
し
て
い
た
。
西
行

、
、

法
師
が
包
み
を
背
に
載
せ
て
旅
を
し
た
故
事
の
よ
う
に
い
つ
で
も
背
中
に
風
呂
敷
包

み
を
放
さ
ず
、
江
戸
中
を
駆
け
巡
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
姿
は
、
明
治
初
期
を
描
い
た
次
の
一
文
と
一
致
す
る
。

こ
の
一
団
に
は
仁
義
が
あ
つ
て
下
駄
は
履
か
ず
泥
鰌
草
履
ば
き
で
風
呂
敷
を

ど
じ
ょ
う
ぞ

う

り

背
負
ひ
…
…
店
先
へ
は
腰
を
下
さ
ず
か
ゞ
ん
で
商
ひ
を
し
た
。
こ
の
糶
取
の

せ

ど

り

こ
と
を
俗
に
風
呂
敷
と
云
つ
た
（
『
日
本
出
版
文
化
史
』
、
振
仮
名
・
橋
口
）
。

セ
ド
リ
は
明
治
の
初
め
に
は
仲
買
と
も
称
し
、
明
治
十
二
年
「
古
本
仲
買
ノ
者

是
迄
数
年
御
店
方
ノ
御
蔭
ヲ
以
テ
渡
世
仕
居
候
所
」
と
、
三
十
二
名
で
仲
買
同
盟

を
結
成
し
た
趣
意
書
が
残
っ
て
い
る
（
現
大
屋
書
房
所
蔵
）
。

も
と
も
と
本
屋
仲
間
の
記
録
に
、

従
当
地
江
戸
表
ニ
下
り
商
内
被
致
候
仁
、
彼
地
仲
間
外
世
利
売
衆
え
一
切
取
引

、
、
、
、

致
間
敷
…
…
（『大
坂
本
屋
仲
間
記
録
』「裁
配
帳
」享
保
十
五
年
）

と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
大
坂
の
「
世
利
子
」
が
江
戸
の
仲
間
に
登
録
さ
れ
て
い
な

せ

り

こ

い
「
世
利
売
衆
」
と
取
引
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
決
ま
り
が
あ
っ
た
。
こ
の

せ
り
う
り
の
し
ゆ
う

世
利
売
衆
と
い
う
の
は
、
フ
リ
ー
の
仲
買
を
し
て
い
た
者
た
ち
で
あ
る
。
出
版
を
す

る
書
物
屋
と
区
別
さ
れ
て
、
ほ
と
ん
ど
が
店
も
も
た
ず
に
行
商
で
稼
い
で
い
た
。
そ
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の
実
態
は
事
実
上
、
セ
ド
リ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
本
屋
を
回
っ
て
仕
入
れ
を
し
て
い
く
セ

ド
リ
は
た
し
か
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
目
で
江
戸
の
風
俗
を
見
て
い
く
と
、

彼
ら
を
描
い
た
と
思
わ
れ
る
絵
に
出
会
う
。

左
の
図
は
『
江
戸
名
所
図
会
』
に
あ
る
鶴
屋
喜
右
衛
門
店
だ
が
、
左
に
風
呂
敷
包

み
の
男
が
二
人
描
か
れ
て
い
る
。
出
て
行
こ
う
と
し
て
し
て
い
る
の
は
、
こ
こ
で
自

分
の
商
売
用
に
本
を
仕
入
れ
た
売
子
も
し
く
は
貸
本
屋
で
あ
ろ
う
。
従
来
は
そ
の
解

釈
の
ま
ま
で
留
ま
っ
て
い
た
が
、
左
側
の
中
へ
入
っ
て
い
く
者
に
注
目
し
た
い
。
こ

れ
こ
そ
が
店
に
本
を
持
ち
込
む
セ
ド
リ
と
解
釈
で
き
る
。
奥
の
帳
場
に
は
番
頭
格
の

店
の
者
が
帳
面
を
広
げ
て
迎
え
て
い
る
。

下
の
次
の

絵
も
、
店

の
右
側
か

ら
風
呂
敷

を
背
負
っ

た
者
が
入

っ
て
い
く

様
子
が
描

か
れ
て
お

り
、
同
様

に
解
釈
で

き
る
だ
ろ
う
。
本
屋
に
出
入
り
す
る
者
は
幾

種
類
か
い
る
が
、
風
呂
敷
を
背
負
っ
て
入
っ

て
く
る
の
は
セ
ド
リ
の
よ
う
な
者
に
限
ら
れ

る
。

江
戸
の
書
商
・
和
泉
屋
庄
次
郎
は
若
い
頃
セ
ド

リ
を
し
て
こ
つ
こ
つ
と
金
を
貯
め
て
元
手
を
つ

く
り
、
浅
草
に
店
を
開
い
た
と
い
わ
れ
る
。
隠

居
し
て
松
沢
老
泉
と
名
乗
り
日
記
（『
堂
前
隠

宅
記
』）
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ

た
日
常
の
仕
事
ぶ
り
は
江
戸
中
の
本
屋
を
巡
っ

て
精
力
的
に
本
を
集
め
る
こ
と
だ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
文
政
元
年
九
月
二
日
は
、
ま
だ

暗
い
う
ち
に
浅
草
の
自
宅
を
出
て
、
馬
喰
町
か
ら
日
本
橋
へ
出
て
三
軒
ほ
ど
本
屋
を

回
り
、
そ
の
足
で
芝
に
向
か
い
、
数
軒
か
ら
何
冊
か
本
を
買
っ
て
歩
い
た
。
途
中
、

当
時
、
書
物
奉
行
だ
っ
た
近
藤
重
蔵
宅
に
あ
が
り
、
珍
本
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
帰
り
に
は
、
ま
た
日
本
橋
界
隈
の
本
屋
を
軒
並
み
尋
ね
、
結
局
一
日
で
十

数
軒
の
本
屋
と
露
店
を
の
ぞ
い
た
。
ひ
た
す
ら
必
要
と
す
る
本
を
探
し
歩
い
た
の
で

あ
る
。
風
呂
敷
包
み
も
背
負
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

隠
居
し
て
店
は
息
子
に
ま
か
せ
て
お
り
、
自
分
は
好
き
な
本
屋
巡
り
に
明
け
暮
れ

た
。
身
分
は
れ
っ
き
と
し
た
書
物
問
屋
だ
が
、
こ
の
行
為
こ
そ
セ
ド
リ
で
あ
り
、
こ

う
い
う
こ
と
を
す
る
人
を
今
な
ら
セ
ド
ラ
ー
と
い
う
の
で
あ
る
。
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