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私
た
ち
の
日
常
生
活
に
あ
る
歴
史
の
感
覚
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、

い
ろ
い
ろ
非
常
に
興
味
ふ
か
く
も
あ
り
同
時
に
こ
わ
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ

る
。
一
定
の
時
間
が
す
ぎ
て
、
所
謂
歴
史
と
な
っ
て
目
の
前
に
現
れ
た
と
き
、

そ
の
時
代
の
諸
関
係
諸
要
素
と
い
う
も
の
が
あ
る
程
度
ま
で
客
観
化
さ
れ
て
、

例
え
ば
今
日
明
治
初
年
の
文
化
の
性
質
を
語
る
場
合
の
よ
う
に
、
把
握
し
や

す
い
輪
廓
を
も
っ
て
見
え
て
来
る
け
れ
ど
も
、
今
日
の
私
た
ち
の
生
活
の
感

覚
が
日
々
の
歴
史
の
全
体
の
動
き
と
、
自
分
と
い
う
個
人
の
歴
史
と
の
か
か

わ
り
合
い
の
刻
々
の
断
面
を
、
ど
の
よ
う
に
感
識
し
、
わ
が
生
活
の
実
質
と

し
て
自
分
に
把
握
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
実
感
に
立
っ
て
の

答
え
は
極
め
て
複
雑
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

3



　
私
た
ち
が
、
今
日
の
時
々
刻
々
を
歴
史
と
し
て
明
確
に
自
分
の
生
活
の
足

の
裏
へ
じ
か
に
感
覚
し
つ
つ
生
き
て
ゆ
く
習
慣
に
馴
ら
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
人
間
の
歴
史
と
し
て
の
、
飾
ら
な
い
歴
史
の
感
情
に
馴
ら
さ
れ

て
来
て
い
な
い
過
去
の
思
考
の
伝
習
の
影
響
で
も
あ
る
。

　
歴
史
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
今
日
の
、
こ
の
時
の
、
こ
の
私
た
ち
の
感
情
と
行

動
に
も
こ
も
っ
て
そ
の
も
の
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
は
っ
き
り

し
な
い
こ
と
は
、
昨
今
の
よ
う
に
世
界
の
歴
史
が
強
烈
に
旋
回
し
て
、
日
常

の
気
流
が
至
っ
て
静
穏
を
欠
い
て
い
る
時
期
、
と
か
く
私
た
ち
の
現
実
の
歴

史
感
を
麻
痺
さ
せ
ら
れ
、
歴
史
へ
の
判
断
か
ら
出
発
す
る
自
身
の
生
活
的
思

意
を
渾
沌
と
さ
せ
ら
れ
る
危
さ
が
多
い
。
し
か
も
現
実
は
容
赦
な
い
か
ら
、

そ
の
生
活
的
思
意
の
無
方
向
の
ま
ま
矢
張
り
我
々
は
歴
史
の
因
子
と
し
て
厳
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然
と
存
在
し
つ
づ
け
、
そ
の
よ
う
な
怠
慢
で
自
分
が
存
在
し
た
こ
と
の
報
復

は
極
め
て
複
雑
な
社
会
全
般
の
事
情
の
推
移
そ
の
も
の
か
ら
蒙
っ
て
生
き
て

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
思
う
。

　
歴
史
に
対
す
る
我
々
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
捉
え
か
た
と
の
連
関
で
み

る
と
、
文
学
に
お
け
る
デ
ィ
フ
ォ
ー
メ
イ
シ
ョ
ン
の
問
題
は
そ
の
過
程
に
様

々
の
曲
折
を
ふ
く
ん
で
い
る
課
題
の
一
つ
だ
と
思
わ
れ
る
。

『
新
潮
』
六
月
号
に
片
岡
鉄
兵
氏
が
「
嫌
な
奴
の
登
場
」
と
い
う
題
で
小
論

を
か
い
て
い
ら
れ
る
。
「
近
頃
誰
か
ら
も
嫌
わ
れ
る
、
ふ
て
ぶ
て
し
い
押
の

強
い
、
あ
る
共
通
し
た
タ
イ
プ
の
人
物
を
小
説
に
取
扱
う
の
が
流
行
っ
て
い

る
」
し
か
し
作
者
た
ち
が
そ
れ
を
描
く
意
図
が
常
に
明
瞭
で
な
く
、
そ
こ
に
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は
、
「
た
だ
人
生
の
デ
ィ
フ
ォ
ー
メ
イ
シ
ョ
ン
が
あ
る
の
み
で
あ
る
」
こ
と

を
窪
川
鶴
次
郎
が
警
告
的
に
語
っ
て
い
る
言
葉
に
対
し
て
、
片
岡
鉄
兵
氏
は

寧
ろ
反
対
に
、
そ
こ
に
日
本
の
小
説
の
新
し
い
段
階
を
見
よ
う
と
し
て
い
る

自
身
の
見
解
を
示
し
て
い
ら
れ
る
。

　
筆
者
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
小
説
の
な
か
に
流
行
し
は
じ
め
て
い
る
「
誰
に

も
嫌
わ
れ
る
、
ふ
て
ぶ
て
し
い
性
格
」
の
登
場
の
今
日
の
必
然
は
、
彼
等
の

存
在
が
今
や
無
視
出
来
な
い
ほ
ど
の
重
要
性
を
持
ち
、
作
家
を
し
て
書
か
ず

に
は
い
ら
れ
な
く
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
同
時
に
近
頃
の
小
説
が
一
方
で
従
来

の
繊
細
な
内
的
追
及
に
没
頭
し
て
い
る
他
の
一
方
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
学

の
心
情
と
全
く
縁
の
な
い
、
別
の
生
の
発
展
に
興
味
を
持
ち
出
し
、
「
嫌
な

奴
」
を
若
い
作
家
た
ち
が
従
来
の
文
学
の
武
器
で
粉
砕
し
な
い
の
は
、
そ
れ
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ら
の
若
い
作
家
た
ち
自
身
の
う
ち
に
そ
の
一
部
分
が
流
れ
て
い
る
か
ら
で
も

あ
ろ
う
。
い
ま
、
そ
れ
ら
の
作
家
た
ち
は
「
嫌
な
奴
」
と
取
組
み
は
じ
め
た

の
で
あ
り
、
そ
の
取
り
組
み
の
中
か
ら
新
し
い
武
器
を
獲
得
し
て
来
よ
う
と

し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
見
地
か
ら
、
そ
う
い
う
今
日
の
流
行
を
人
生
の
デ

ィ
フ
ォ
ー
メ
イ
シ
ョ
ン
が
あ
る
の
み
で
あ
る
と
す
る
論
に
反
駁
し
て
い
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
文
学
に
お
け
る
デ
ィ
フ
ォ
ー
メ
イ
シ
ョ
ン
は
、
本
来
意
志
的
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
デ
ィ
フ
ォ
ー
メ
イ
シ
ョ
ン
の
最
も
高
度
な
様
式
が
象
徴

と
諷
刺
の
文
学
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
誰
に
も
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
。
こ

の
よ
う
な
文
学
の
力
づ
よ
い
デ
ィ
フ
ォ
ー
メ
イ
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
文
学
の
源
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泉
と
し
て
そ
れ
ら
の
作
家
た
ち
の
内
部
に
極
め
て
手
強
て
ご
わ
く
強
靭
な
人
生
へ
の

健
全
な
観
察
と
判
断
と
を
前
提
し
て
い
る
。
ゴ
ー
ゴ
リ
や
ド
ー
ミ
エ
の
諷
刺

を
思
い
合
わ
せ
る
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
文
学
の
デ

ィ
フ
ォ
ー
メ
イ
シ
ョ
ン
が
初
め
て
当
時
の
現
実
と
対
抗
し
得
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
、
否
定
す
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
私
た
ち
が
注
目
を
ひ
か
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
文
学
の
デ
ィ

フ
ォ
ー
メ
イ
シ
ョ
ン
の
古
典
の
選
手
た
ち
は
、
決
し
て
今
日
日
本
の
小
説
へ

「
嫌
な
奴
」
の
登
場
を
流
行
さ
せ
は
じ
め
た
一
部
の
作
家
た
ち
の
よ
う
に
、

そ
し
て
片
岡
氏
が
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
自
身
の
内
に
も
そ
の

一
部
の
流
れ
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
人
々
で
は
な
か
っ
た
。

　
日
本
の
文
学
に
お
け
る
人
間
性
の
問
題
は
三
年
ば
か
り
前
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
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ズ
ム
の
問
題
が
現
実
の
推
移
し
た
事
情
の
ま
ま
に
揉
み
拉
が
れ
て
以
来
、
不

運
な
め
ぐ
り
会
わ
せ
に
消
長
し
て
い
る
た
め
に
、
今
日
登
場
す
る
「
嫌
な
奴
」

が
作
家
と
の
間
に
も
っ
て
い
る
内
在
的
関
係
も
云
わ
ば
複
雑
怪
奇
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
点
も
あ
る
。
若
し
そ
の
内
在
的
な
も
の
を
肯
定
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う
に
人
生
的
な
意
味
で
は
既
に
現
代
ら
し
く
デ
ィ
フ
ォ
ー
メ
イ
シ
ョ

ン
し
た
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
嫌
な
奴
」
の
存
在
を
、
文
学
と
し

て
、
即
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
を
か
え
り
う
つ
べ
き
武
器
と
し
て
の
デ
ィ
フ

ォ
ー
メ
イ
シ
ョ
ン
に
迄
た
か
め
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
大
変
つ
よ
い
、
明
徹
な

判
断
の
力
と
そ
の
客
観
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
が
そ
れ
等
の
作
家
た
ち
に
必
要
と

さ
れ
る
わ
け
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
作
家
た
ち
は

現
実
の
一
部
と
し
て
自
分
に
も
内
在
す
る
人
生
の
歴
史
的
な
歪
曲
の
姿
と
そ
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れ
な
り
に
馴
れ
合
っ
て
し
ま
う
し
か
し
か
た
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
来
る
の

で
あ
る
。

「
嫌
な
奴
」
を
作
家
が
観
照
の
圏
外
に
追
放
し
た
だ
け
で
文
学
の
生
命
が
純

血
に
保
た
れ
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
し
、
文
学
が
現
実
を
隈
な
く
と
ら
え
て

ゆ
く
意
味
で
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
失
っ
て
ゆ
く
の
も
実
際
で
あ
る
が
、
小
説
の

な
か
に
た
だ
そ
う
い
う
性
格
が
実
際
生
活
の
中
で
と
同
様
に
跋
扈
ば
っ
こ
す
る
と
い

う
現
象
と
、
時
代
と
社
会
が
デ
ィ
フ
ォ
ー
ム
し
た
も
の
と
し
て
露
呈
し
て
い

る
現
実
を
典
型
と
し
て
文
学
の
デ
ィ
フ
ォ
ー
メ
イ
シ
ョ
ン
の
裡
に
批
判
し
再

現
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
別
な
の
で
あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
リ
ア

リ
ズ
ム
は
、
こ
の
意
味
で
デ
ィ
フ
ォ
ー
ム
さ
れ
た
素
材
を
、
そ
れ
を
こ
そ
わ
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が
文
学
の
世
界
と
し
て
渉
猟
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
甚
だ
興
味
あ
る
こ
と

は
、
彼
自
身
時
代
の
デ
ィ
フ
ォ
ー
メ
イ
シ
ョ
ン
を
内
在
物
と
し
て
も
ち
つ
つ

社
会
関
係
の
中
で
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
の
損
傷
の
被
害
者
の
立
場
に
あ
り
そ

の
流
血
的
な
日
夜
か
ら
彼
の
文
学
は
遂
に
馴
れ
合
い
以
上
の
も
の
と
し
て
再

現
し
て
来
て
い
る
。

　
今
日
、
日
本
の
小
説
に
、
自
身
の
身
内
を
も
流
れ
る
同
質
の
も
の
を
感
じ

つ
つ
「
嫌
な
奴
」
を
登
場
さ
せ
て
い
る
と
い
う
一
部
の
作
家
た
ち
は
、
以
上

の
よ
う
な
関
係
で
は
、
外
的
・
内
的
な
「
嫌
な
奴
」
と
作
家
と
し
て
の
自
己

と
の
間
に
ど
ん
な
関
係
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
等
が
「
嫌
な

奴
」
を
粉
砕
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
の
人
生
的
・
文
学
的
機
微
は
案
外
に

も
こ
の
あ
た
り
に
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
い
ま
『
嫌
な
奴
』
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と
取
組
み
は
じ
め
た
作
家
た
ち
が
、
も
し
『
嫌
な
奴
』
に
負
け
て
し
ま
っ
た

な
ら
、
ど
の
よ
う
な
事
が
起
る
だ
ろ
う
」
と
我
知
ら
ず
洩
さ
れ
て
い
る
片
岡

氏
の
危き
懼く
は
、
と
り
も
直
さ
ず
文
学
の
現
実
と
し
て
そ
の
危
懼
を
ま
ね
く
何

か
の
必
然
が
今
日
に
見
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
と
思
え
る
。
刻
々
の

歴
史
に
対
す
る
客
観
的
な
眼
力
を
喪
え
ば
、
文
学
上
の
デ
ィ
フ
ォ
ー
メ
イ
シ

ョ
ン
は
デ
ィ
フ
ォ
ー
ム
し
た
人
生
の
局
面
の
屈
伏
し
た
使
用
人
と
も
な
る
の

で
あ
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
五
月
〕
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