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我
々
の
生
活
し
て
ゐ
る
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
前
、
江
戸
時
代
、
そ
の
前
室
町
時
代
、
そ
の
前
鎌
倉
時
代

　
　
そ
の
鎌
倉
か
ら
江
戸
迄
の
武
家
の
時
代
と
言
ふ
も
の
が
、
ど
の
時
代
で
も
同
じ
や
う
に
思
は
れ
ま
す

が
、
違
つ
て
ゐ
ま
す
。
武
家
の
生
活
が
型
を
も
つ
て
来
る
時
代
、
そ
れ
を
か
た
め
る
時
代
が
あ
り
、
　
　

武
家
が
土
地
に
対
し
て
執
著
の
少
い
時
代
と
、
土
地
を
は
な
さ
な
い
時
代
と
が
あ
り
ま
す
。
民
族
性
格
か

ら
は
、
土
地
を
自
由
に
考
へ
て
ゐ
ま
す
が
、
こ
れ
は
事
実
は
明
ら
か
で
、
合
戦
記
等
の
生
活
を
書
い
た
も

の
に
は
、
あ
る
も
の
が
旗
挙
げ
す
る
と
、
そ
の
大
将
が
国
々
を
歩
い
て
ゆ
く
う
ち
に
、
大
勢
の
人
が
つ
き
、

最
後
に
行
つ
た
さ
き
で
生
活
し
ま
す
。
義
仲
が
信
濃
を
歩
く
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
都
迄
這
入
つ
て
、
そ
の

人
々
は
信
濃
に
は
帰
ら
な
い
で
都
で
は
て
ゝ
し
ま
ひ
ま
す
。
か
う
言
ふ
例
が
地
方
の
豪
族
に
は
多
く
、
土

民
の
歴
史
は
そ
れ
を
考
へ
ぬ
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
い
つ
し
か
時
代
と
共
に
、
武
家
が
土
地
に
執
著

す
る
や
う
に
な
り
、
大
名
の
国
替
へ
で
擾
乱
を
起
し
た
り
し
ま
す
が
、
幕
府
の
そ
の
国
替
へ
の
政
策
は
無

謀
の
や
う
で
す
が
、
そ
れ
が
か
つ
て
の
土
地
を
自
由
に
思
つ
て
ゐ
た
時
以
来
の
考
へ
で
あ
り
、
徳
川
の
初

め
以
来
さ
う
考
へ
て
ゐ
た
も
の
が
、
治
つ
て
来
る
と
土
地
へ
の
執
著
と
共
に
さ
う
ゆ
か
な
く
な
り
ま
す
。

土
地
を
う
つ
し
て
ゆ
く
武
家
の
生
活
の
起
り
は
ど
う
か
。
系
図
を
見
て
も
歴
史
を
見
て
も
、
土
著
の
家
と

言
ふ
の
は
な
く
、
皆
う
つ
ゝ
て
ゐ
ま
す
。
相
州
小
田
原
の
早
川
氏
が
中
国
に
来
て
、
小
早
川
の
家
を
開
い
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て
ゐ
る
や
う
な
例
が
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
伯
耆
の
名
和
氏
は
、
懐
良
親
王
に
つ
き
九
州
へ
下
つ
て
、

八
代
辺
を
根
拠
地
と
し
て
ゐ
、
遠
く
琉
球
迄
渡
つ
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ
は
武
家
時
代
に
初
つ
た
の
で
は
な
く
、

昔
か
ら
そ
の
生
活
法
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
が
、
次
第
に
土
地
に
根
を
下
す
こ
と
ゝ
な
つ
て
、
今
日
最
後
迄

根
を
下
さ
ず
残
つ
た
も
の
が
、
所
謂
山
窩
と
言
は
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
諸
国
を
転
々
し
て

ゐ
た
流
民
の
最
後
で
す
。
昔
、
土
地
を
確
然
と
も
つ
て
ゐ
る
人
達
の
外
に
、
周
囲
を
ま
は
つ
て
来
る
今
日

の
山
窩
の
如
き
種
族
が
、
い
く
つ
あ
つ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
さ
う
言
ふ
も
の
に
、
記
紀
に
も
見
え
て
ゐ

る
海ア
士マ
の
民
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
連
衆
が
多
く
前
に
は
文
学
を
、
日
本
の
古
代
生
活
の
上
に
供
給
し

て
ゐ
ま
し
た
。
そ
の
海
士
が
自
分
達
は
文
学
を
失
つ
て
、
の
ん
き
な
歌
人
な
ど
の
間
に
、
「
あ
ま
を
と
め
」

等
と
言
ふ
語
と
な
つ
て
残
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
、
土
地
を
も
た
ぬ
も
の
は
奴
隷
の
如
く
考
へ
ら
れ
て
く
る
と
、
土
著
を
始
め
る
様
に
な
り
、
世
の

主
な
流
れ
に
な
ら
つ
て
生
活
し
ま
す
。
そ
の
土
著
を
誇
り
と
す
る
時
代
に
あ
つ
て
、
あ
る
一
部
の
も
の
た

ち
が
土
著
し
き
ら
な
い
う
ち
に
、
時
代
が
変
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
。
そ
れ
が
又
、
平
安
朝
時
代
か
ら
鎌
倉
時

代
に
な
る
と
、
さ
う
言
ふ
土
著
で
な
く
と
も
よ
い
も
の
が
力
を
得
、
復
活
し
、
武
家
は
諸
国
を
、
部
下
を

従
へ
て
次
々
と
歩
き
ま
す
。
行
く
先
々
で
土
地
を
占
め
て
其
処
に
お
ち
つ
き
、
又
あ
る
も
の
は
そ
こ
を
は

な
れ
、
は
な
れ
た
も
の
が
又
お
ち
つ
き
ま
す
。
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疑
問
は
、
武
士
階
級
が
は
た
し
て
何
処
か
ら
出
て
来
た
か
で
あ
り
ま
す
。
武
士
階
級
は
、
平
安
朝
の
武
官

の
階
級
で
は
な
く
、
当
時
武
官
は
結
局
文
官
と
同
じ
で
あ
つ
て
、
武
士
は
そ
れ
と
は
違
つ
て
、
地
方
か
ら

出
た
も
の
で
す
。
武
官
・
武
士
、
こ
の
二
つ
が
調
和
し
た
の
が
平
家
で
す
。

武
士
と
言
ふ
語
そ
の
も
の
も
起
原
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
何
の
為
に
こ
ん
な
字
を
作
り
、
こ
ん
な
字
が
現
れ

た
の
か
で
す
。
武
士
の
語
以
前
、
野
伏
・
山
伏
等
の
語
が
あ
り
、
こ
れ
は
仏
教
上
の
修
行
者
で
す
。
こ
の

野
伏
・
山
伏
が
脱
離
し
て
武
士
の
語
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
仮
に
考
へ
て
ゐ
ま
す
。
た
け
／
″
＼
し

い
士
と
解
す
る
よ
り
は
、
か
う
考
へ
た
方
が
ま
う
一
つ
さ
き
を
示
し
て
ゐ
ま
す
。
武
士
階
級
に
は
、
武
官

か
ら
奴
隷
の
も
の
迄
あ
り
、
す
べ
て
皆
武
士
で
あ
つ
て
、
考
へ
る
べ
き
は
、
武
士
の
語
が
後
に
は
印
象
が

綺
麗
に
な
り
、
武
士
と
言
ふ
と
大
名
を
考
へ
ま
す
が
、
そ
ん
な
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
へ

ば
、
合
戦
と
な
る
と
、
百
姓
が
竹
槍
を
も
つ
て
出
て
来
て
落
人
を
殺
し
て
も
の
と
り
を
し
た
り
し
ま
す
が
、

同
時
に
た
の
ま
れ
て
戦
ひ
に
も
行
き
、
都
合
が
悪
け
れ
ば
盗
人
も
や
り
ま
す
。
道
徳
な
ど
は
、
そ
れ
は
団

体
の
道
徳
で
あ
つ
て
、
団
体
を
は
な
れ
ゝ
ば
道
徳
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
村
だ
け
の
、
村
と
言
ふ
よ

り
は
永
住
の
土
地
を
も
た
な
い
一
部
の
人
々
の
団
体
の
道
徳
を
守
り
、
一
致
し
た
行
動
を
と
り
ま
す
。
そ

ん
な
連
衆
が
巡
つ
て
ゐ
て
、
時
代
が
変
つ
て
も
ゐ
ま
す
。
応
仁
の
乱
等
が
あ
る
と
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
と

も
な
く
、
ど
か
〳
〵
と
や
つ
て
来
ま
す
。
大
坂
の
冬
の
陣
・
夏
の
陣
な
ど
に
も
寄
り
集
つ
て
や
つ
て
来
ま
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す
。
一
人
づ
ゝ
来
る
の
で
は
な
く
大
勢
を
つ
れ
て
ゐ
ま
す
。
移
動
村
落
で
す
。

そ
れ
が
落
ち
著
い
た
の
は
江
戸
時
代
で
す
。
今
迄
動
い
て
ゐ
た
も
の
が
土
著
し
て
し
ま
ひ
、
残
る
も
の
は

な
ほ
歩
い
て
ゐ
て
所
謂
非
御
家
人
と
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
。
そ
ん
な
時
代
に
、
御
家
人
に
な
れ
な
い
も
の

は
都
会
へ
出
て
来
ま
す
。
そ
れ
が
ど
う
す
る
か
と
言
ふ
と
、
人
入
れ
稼
業
を
初
め
ま
す
。
こ
ゝ
で
江
戸
の

奴
の
生
活
が
出
て
来
ま
す
が
、
こ
の
奴
の
生
活
が
一
番
近
代
的
で
す
。
近
代
的
だ
と
言
ふ
の
は
不
良
で
す
。

不
良
の
徒
の
生
活
が
い
つ
の
時
代
に
も
一
つ
の
も
だ
ん
味
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
そ
れ
が
奴
や
つ
こで
す
。

こ
れ
が
世
を
風
靡
し
て
、
高
い
位
置
に
つ
い
て
ゐ
る
人
に
も
伝
染
し
、
旗
本
奴
と
な
り
、
又
京
都
迄
伝
染

し
て
公
卿
や
宮
中
の
女
の
人
に
も
奴
風
が
模
倣
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
歌
舞
妓
風
と
言
つ
て
ゐ
ま
す
。
幕
府

が
ど
ん
な
に
圧
へ
て
も
、
圧
へ
き
れ
ま
せ
ん
。
大
久
保
彦
左
衛
門
な
ど
、
そ
の
尻
押
し
を
し
て
ゐ
ま
す
。

つ
ま
り
一
番
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
と
提
携
し
て
ゐ
ま
す
。
一
緒
に
な
つ
て
幕
府
の
や
り
口
を
非
難
し

て
ゐ
ま
す
。
後
に
は
大
変
な
勢
力
と
な
り
、
旗
本
奴
と
町
奴
と
争
つ
た
り
し
て
、
長
兵
衛
が
殺
さ
れ
た
り

し
ま
す
。
そ
の
為
に
、
そ
れ
自
身
が
保
て
ず
崩
壊
し
ま
す
が
、
こ
の
風
は
悪
い
こ
と
に
は
違
ひ
あ
り
ま
せ

ん
が
、
時
代
を
推
進
す
る
力
と
な
つ
て
を
り
ま
す
。

こ
の
風
が
、
も
し
な
か
つ
た
と
す
れ
ば
、
江
戸
の
文
学
は
あ
ん
な
形
で
は
出
な
か
つ
た
と
思
ひ
ま
す
。
江

戸
の
文
学
は
、
歌
舞
妓
者
の
文
学
、
つ
ま
り
無
頼
の
徒
の
文
学
で
す
。
無
頼
の
徒
の
情
熱
で
す
べ
て
を
突
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破
し
て
出
た
も
の
、
こ
れ
が
江
戸
の
文
学
で
す
。
江
戸
の
文
学
が
何
故
元
禄
中
心
で
大
き
く
、
後
は
下
り

坂
と
な
つ
た
か
は
、
歌
舞
妓
風
と
官
憲
の
力
の
衝
突
の
静
ま
る
時
代
、
調
和
の
時
代
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら

で
す
。
そ
こ
に
は
大
き
な
情
熱
が
あ
り
ま
す
。
圧
す
る
も
の
と
圧
さ
れ
ま
い
と
す
る
も
の
と
の
情
熱
で
す
。

時
代
の
力
と
う
ち
あ
つ
て
圧
し
き
れ
な
い
処
に
、
そ
の
価
値
が
あ
り
ま
す
。
近
松
・
芭
蕉
・
西
鶴
に
も
、

こ
の
無
頼
の
味
が
あ
り
ま
す
。
西
鶴
の
よ
さ
は
、
無
頼
の
味
で
す
。
無
頼
の
力
で
、
人
が
顔
を
し
か
め
る

や
う
な
こ
と
を
平
気
で
ど
ん
〳
〵
書
い
て
ゐ
ま
す
。
近
松
に
も
、
戦
国
生
き
残
り
の
無
頼
の
型
が
あ
り
ま

す
。
近
松
の
文
学
に
は
、
戦
国
生
き
残
り
の
生
活
方
便
と
し
て
軍
書
読
み
の
生
活
が
、
流
れ
込
ん
で
ゐ
る

型
が
見
え
ま
す
。
隠
者
と
言
ふ
語
が
あ
り
ま
す
が
、
江
戸
の
文
学
者
に
限
つ
て
言
へ
ば
、
隠
者
の
立
ち
場

で
も
の
を
見
て
ゐ
ま
す
。
隠
者
と
し
て
、
無
頼
の
味
を
も
つ
て
、
世
間
を
見
て
ゐ
ま
す
。
言
ひ
た
い
こ
と

を
言
ひ
、
書
き
た
い
こ
と
を
書
い
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
を
一
蝶
な
ど
は
余
り
や
り
す
ぎ
た
の
で
、
や
ら
れ
て

ゐ
ま
す
。
こ
の
隠
者
は  

幇    

間  

タ
イ
コ
モ
チ

の
や
う
な
こ
と
を
や
つ
て
ゐ
、
歌
を
作
り
、
文
を
作
り
、
貴
族
の
子
弟

を
教
育
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
主
眼
は
男
女
の
も
の
ゝ
あ
は
れ
を
教
へ
る
、
手
紙
の
書
き
方
・
歌
の
作
り
方

を
教
へ
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
を
、
新
興
特
殊
階
級
の
遊
女
の
も
と
へ
つ
れ
て
ゆ
き
、
遊
女
は
遊
女
で
そ
れ
に

対
す
る
方
式
を
作
り
上
げ
、
発
達
さ
せ
て
ゐ
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
皆
無
頼
の
隠
者
に
教
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。

江
戸
の
文
学
を
推
進
し
た
力
は
、
遊
女
の
力
で
す
。
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我
々
の
国
に
は
、
隠
者
が
平
安
末
か
ら
現
れ
て
、
貴
族
・
勢
力
家
の
家
々
へ
自
由
に
出
入
し
て
ゐ
ま
し
た
。

歌
を
作
り
、
文
を
直
し
た
り
し
て
ゐ
ま
し
た
。
こ
れ
は
個
人
と
し
て
社
会
以
外
に
出
た
も
の
で
す
。
こ
の

者
は
、
階
級
の
別
に
し
ば
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
大
抵
の
階
級
に
自
由
に
出
入
が
出
来
ま
し
た
。
芸
能
の
田

楽
・
幸
若
・
猿
楽
等
に
も
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
つ
ま
り
、
社
会
外
の
人
達
が
あ
る
日
に
限

つ
て
、
松
の
内
と
か
盆
と
か
に
限
つ
て
、
家
々
に
出
入
出
来
る
自
由
が
与
へ
ら
れ
て
ゐ
て
、
信
仰
と
芸
能

の
両
方
を
も
つ
て
ゐ
ま
す
。
さ
う
言
ふ
芸
人
達
は
破
格
の
取
り
扱
ひ
を
う
け
て
ゐ
ま
す
。
つ
ま
り
社
会
外

の
社
会
の
み
で
は
工
合
が
悪
く
、
信
仰
行
事
を
と
り
行
ふ
と
言
ふ
型
を
も
つ
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
つ
て

家
々
に
這
入
つ
て
ゆ
き
ま
す
。
田
楽
・
猿
楽
で
も
、
も
と
は
し
れ
て
ゐ
ま
す
。
定
つ
た
日
に
村
々
の
主
な

家
を
祝
福
に
ゆ
く
の
で
す
が
、
芸
能
が
発
達
し
次
第
に
ぱ
と
ろ
ん
が
ふ
え
て
来
る
と
、
結
局
附
属
が
わ
か

ら
な
く
な
り
ま
す
。
興
行
団
体
の
色
彩
を
も
ち
、
社
寺
を
は
な
れ
て
、
信
仰
行
事
の
色
彩
な
し
の
芸
能
と

な
り
ま
す
。
併
し
芸
能
は
信
仰
か
ら
出
発
し
て
ゐ
ま
す
。
神
社
の 

神  

人 

ジ
ン
ニ
ン

は
そ
の
信
仰
を
普
及
す
る
為
に

芸
能
を
行
ひ
ま
す
。
大
和
猿
楽
も
春
日
に
つ
き
、
興
福
寺
・
七
大
寺
に
関
係
し
、
さ
ら
に
諸
国
を
ま
は
り

ま
す
。

さ
う
し
た
な
か
に
は
信
仰
の
中
心
を
ふ
り
落
す
団
体
も
あ
り
ま
す
。
一
例
は
平
安
朝
の
祇
園
の
信
仰
で
す
。

日
本
的
に
言
へ
ば
、
素
盞
嗚
尊
、
自
由
に
言
へ
ば
牛
頭
天
王
の
信
仰
で
す
。
祇
園
神
人
は
京
の
み
で
な
く
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地
方
へ
も
出
て
行
き
ま
す
。
最
盛
ん
で
あ
つ
た
の
は
、
鎌
倉
を
す
ぎ
て
室
町
戦
国
の
時
分
で
す
が
、
芸
能

が
非
常
に
発
達
し
て
ゐ
ま
し
た
。
祇
園
囃
子
が
そ
れ
で
す
。
こ
れ
は
か
つ
て
、
祇
園
の
信
仰
で
も
ち
歩
か

れ
た
一
つ
の
神
輿
、
又
は
そ
れ
に
類
似
の
も
の
が
渡
御
に
な
る
道
の
楽
で
す
。
併
し
祇
園
の
芸
能
は
そ
れ

に
と
ゞ
ま
り
ま
せ
ん
。
信
長
は
異
風
の
装
ひ
を
し
ま
し
た
が
、
あ
れ
に
は
型
が
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
祭

り
の
昂
奮
に
ま
き
こ
ま
れ
た
も
の
で
、
都
か
ら
来
た
祭
り
の
行
列
に
ま
き
こ
ま
れ
た
も
の
で
す
。
祇
園
の

神
人
は
、
他
の
祭
り
に
も
放
免
と
言
ふ
名
で
参
加
し
ま
す
。
そ
の
型
は
歌
舞
妓
に
残
つ
て
、
車
引
な
ど
に

出
て
ゐ
ま
す
。

と
も
か
く
さ
う
言
ふ
変
つ
た
服
装
が
祇
園
信
仰
の
神
人
行
列
中
に
あ
つ
て
、
世
間
の
人
は
皆
真
似
て
ゐ
ま

す
。
こ
の
異
風
は
当
時
の
一
番
も
だ
ん
な
も
の
で
す
。
結
局
時
代
を
下
る
と
歌
舞
妓
風
で
す
。
歌
舞
妓
の

語
は
か
ぶ
く
、
乱
暴
の
振
舞
ひ
を
す
る
事
で
す
。
そ
れ
が
固
定
し
て
、
か
ぶ
き
が
芝
居
に
つ
き
、
歌
舞
妓

の
う
ち
に
、
寛
闊
・
六
法
等
の
語
が
出
ま
す
。
六
法
な
ど
は
、
や
は
り
寺
の
奴
隷
六
法
法
師
の
動
作
で
、

そ
の
ね
つ
て
歩
く
動
作
が
芝
居
に
残
つ
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
神
人
で
も
奴
隷
で
も
一
つ
の
傾
向
に
な
つ

て
来
て
、
同
じ
流
行
に
よ
つ
て
流
れ
て
ゆ
く
や
う
に
な
り
ま
す
。
寺
で
は
奴
隷
の
こ
と
を
候
人
と
言
ひ
、

或
は
日
本
流
に
さ
む
ら
ひ
法
師
と
も
言
ひ
ま
す
が
、
寺
で
の
位
置
は
わ
か
り
き
つ
て
ゐ
ま
す
。
豪
族
に
つ

い
て
ゐ
る
さ
う
言
ふ
連
衆
が
さ
む
ら
ひ
で
す
。
そ
れ
を
後
に
は
、
内
容
が
変
つ
て
、
さ
む
ら
ひ
と
言
ふ
と
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才
分
の
高
い
も
の
を
言
ふ
や
う
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
日
本
の
芸
能
・
文
学
が
、
我
々
の
板
に
つ
き
、
我
々
の
も
の
に
な
つ
た
の
は
、
低
い
階
級
の
も

の
ゝ
為
事
が
認
め
ら
れ
出
し
て
か
ら
の
も
の
で
、
こ
の
低
い
階
級
の
も
の
は
皆
宗
教
家
で
す
。
こ
れ
ら
の

人
々
は
、
皆
社
会
外
の
社
会
に
ゐ
て
、
無
頼
の
徒
で
す
。
土
地
も
な
く
、
祭
り
の
時
だ
け
許
さ
れ
て
無
頼

が
出
来
ま
す
。
平
安
朝
末
の
法
師
達
の
振
舞
ひ
は
こ
れ
と
同
じ
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
近
代
迄
も
社
に
つ
き
、

又
は
は
な
れ
て
動
い
て
ゐ
て
、
社
に
つ
く
神
人
が
、
山
や
川
を
越
え
て
御
札
を
く
ば
つ
て
歩
い
た
も
の
で
、

そ
の
行
動
は
無
茶
苦
茶
な
こ
と
が
多
か
つ
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
が
下
級
の
武
士
の
出
て
来
る
処
と
な
り
ま

す
、
か
う
し
て
、
近
代
の
芸
能
に
た
づ
さ
は
る
も
の
と
、
信
仰
生
活
に
ゐ
る
人
々
の
中
の
あ
る
部
分
と
、

武
家
の
あ
る
階
級
は
、
皆
一
つ
で
あ
つ
た
と
言
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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