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日
本
は
、
江
戸
時
代
を

通
じ
て
平
穂
な
時
代
を
過

こ
し
、
欧
米
の
そ
れ
に
勝

る
と
も
劣
ら
な
い
成
熟
し

た
社
会
と
文
化
を
つ
く
り

あ
げ
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
の
平
和
の
中
で
、
日
本

は
欧
米
列
頭
に
競
合
で
き

る
よ
う
な
産
業
力
や
軍
事

力
を
墜
え
て
き
た
わ
け
で

は
な
い
。

涵
洋
の
共
同
体
」
と

し
て
の
日
本
は
、
四
方
を

海
で
囲
ま
れ
、
海
に
よ
っ

て
守
ら
れ
、
外
敵
の
存
在

を
意
識
す
る
こ
と
な
く、

国
内
の
統
治
に
万
全
を
期

し
て
い
け
ば
、
平
和
は
お

の
ず
と
守
ら
れ
て
き
た
。

少
な
く
と
も
幕
末
ま
で
は

界-

そ
う
だ
っ
た
。
「
自
国
と
は

何
か
」
と
い
う
自
我
は
薄

く
し
か
形
成
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
ヘ
ン
殿
争
を
経
て
大

国
・
清
国
が
、
列
頭
に
よ

さ
ん
し
よ
く

っ
て
次
々
と
蚕
食
さ
れ

て
い
く
さ
ま
に
目
を
見
開

か
さ
れ
、
ペ
リ
ー
の
黒
船

来
港
に
よ
っ
て
華
烈
な
イ

ン
パ
ク
ト
を
受
け
、
日
本

の
指
導
者
は
新
し
い
自
我

形
成
象
徳
芝
さ
れ
た
。

列
頭
の
目
に
映
る
日
本

は
、
文
明
国
で
は
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
不
平
等
条

約
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
の

だ
。
危
機
か
ら
日
本
を
脱

却
さ
せ
る
に
は
主
権
国
家

と
し
て
の
内
実
を
整
備
し
、

み
ず
か
ら
文
明
国
と
な
る

よ
り
他
に
道
は
な
い
。
そ

う
い
う
新
し
い
自
我
が
形

に
示
す
も
の
が
岩
倉
使
節

団
の
欧
米
派
遣
で
あ
る
。

そ
れ
は
外
務
卿
で
あ
る

岩
倉
具
視
を
特
命
全
櫂
大

使
と
し
、
副
使
に
参
議
の

木
戸
孝
允
、
大
蔵
卿
の
大

久
保
利
通
、
エ
部
大
輔
の

伊
藤
博
文
、
外
務
省
次
官

讐
の
山
口
尚
芳
の
4
名、

さ
ら
に
、
専
門
の
調
査
事

＂＊よ

成
さ
れ
た
の
だ
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

他
者
を
徹
底
的
に
正
確

に
認
識
し
、
そ
こ
か
ら
新

し
い
自
我
を
生
み
出
そ
う

と
す
る
意
思
に
お
い
て
、

明
治
維
新
の
指
導
者
に
は

き
わ
め
て
強
い
も
の
が
あ

っ
た
。
そ
の
こ
と
を
端
的

と 日

国
を
、
実
に
1
年
9
カ
月

に
わ
た
り
訪
問
し
、
精
細

な
観
察
を
繰
り
返
し
た
の

で
あ
る
。
新
生
明
治
政
府
そ

れ
自
体
が
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大

陸
を
長
躯
一
巡
し
た
か
の

こ
と
き
壮
図
で
あ
っ
た
。

岩
倉
ら
の
出
発
し
た
明

治
4
年

(
1
8
7
1
)
1
1

月
と
い
え
ば
、
そ
の
7
月

え
て
や
っ
た
の
で
あ
る
。

廃
藩
置
県
こ
そ
が
明
治

維
新
の
維
新
た
る
ゆ
え
ん

で
あ
る
。
鎌
拿
幕
府
の
澱

璽
に
よ
っ
て
粗
賢
、

江
戸
時
代
に
そ
の
完
成
期

を
迎
え
た
幕
藩
体
制
と
呼

ば
れ
る
、
徳
川
幕
府
を
中

央
政
府
と
し
、
二
百
数
十

の
、
多
分
に
自
立
的
な
諸

拓
殖
大
学
学
事
顧
問

前
総
長
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用
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
宗
教
な
ど
、
実
に
、
文
明

の
で
あ
る
。
廃
藩
置
県
が
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
側
面

成
り
、
旧
体
制
は
崩
れ
た
に
つ
い
て
学
ん
で
、
帰
国

と
は
い
え
、
ど
う
い
う
国
し
た
。
こ
の
使
節
団
の
実

づ
く
り
を
や
っ
た
ら
い
い
感
を
一
言
で
い
え
ば
、
文

に
、
不
測
の
事
態
を
想
定
藩
を
配
し
て
形
づ
く
ら
れ
の
か
、
明
治
政
府
に
は
そ
明
国
の
も
つ
文
明
の
圧
倒

し
て
7
0
0
 
0
名
に
及
ぶ
て
き
た
シ
ス
テ
ム
の
大
転
の
具
体
像
が
ど
う
し
て
も
的
な
力
で
あ
っ
た
と
い
っ

御
親
兵
を
集
め
た
う
え
換
で
あ
る
。
つ
か
め
な
い
。
そ
こ
で
、
て
い
い
。

で
、
そ
の
遂
行
に
よ
っ
て
、
中
央
集
権
と
地
方
分
権
文
明
国
の
文
明
国
た
る
ゆ
そ
の
後
の
富
国
強
兵
・

初
め
て
明
治
維
新
が
な
っ
の
均
衡
の
う
え
に
成
立
し
え
ん
を
、
新
政
府
の
蔀
行
殖
産
興
業
政
策
が
、
さ
ら

た
と
言
っ
て
い
い
廃
藩
置
て
き
た
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
、
部
が
自
分
の
目
で
観
察
し
に
は
憲
法
と
議
会
制
度
が

県
を
敢
行
、
幕
藩
体
制
を
一
挙
に
廃
止
し
て
中
央
集
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
次
々
と
あ
き
れ
る
ほ
ど
の

切
り
崩
し
た
ば
か
り
の
時
権
的
国
家
と
す
る
。
府
県
幕
末
に
強
圧
的
に
結
ば
速
さ
で
実
現
さ
れ
て
い
っ

悶
あ
っ
た
。

を
設
置
し
て
中
央
政
府
の
さ
れ
た
不
平
等
条
約
の
撤
た
の
に
は
、
岩
拿
使
節
団

務
官
、
随
興
、
留
学
生
43

こ
れ
に
不
満
を
つ
の
ら
意
を
体
し
た
知
事
を
中
央
回
も
、
使
節
団
の
目
的
で
の
体
樽
し
た
知
恵
が
あ
っ

名
を
加
え
た
総
勢
1
0
8
せ
る
国
藩
の
詰
勢
力
が
、
各
政
府
か
ら
府
県
に
派
遣
し
、
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
初
た
か
ら
だ
と
い
っ
て
も
過

名
の
大
デ
レ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
地
で
反
抗
の
刃
を
研
い
で
こ
の
知
事
が
全
権
を
も
っ
の
訪
問
国
、
米
国
で
不
平
言
で
は
な
い
。

（
派
遣
団
）
で
あ
っ
た
。

い
た
。
新
政
府
の
中
枢
が
こ
て
地
方
を
統
治
す
る
と
い
等
条
約
改
正
は
時
期
尚
早
こ
れ
ほ
ど
の
「
自
我
形

明
治
維
新
政
府
の
中
枢
ぞ
っ
て
2
年
近
く
も
日
本
う
「
革
命
」
で
あ
っ
た
。

で
あ
る
こ
と
に
す
ぐ
気
づ
成
」
を
往
時
の
日
本
の
揺

部
が
デ
レ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
を
を
留
守
に
す
る
こ
と
な
ど
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
か
さ
れ
る
。
導
者
は
や
っ
た
の
で
あ
令

組
ん
で
、
米
国
、
英
国
、
想
像
さ
え
で
き
な
い
不
穏
時
期
、
な
ぜ
こ
ん
な
大
き
条
約
改
正
に
は
、
国
内
米
国
の
覇
権
力
が
後
退

フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
口
な
時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
な
リ
ス
ク
を
賭
し
た
デ
レ
統
治
を
完
全
な
も
の
と
す
し
、
中
国
の
膨
張
が
と
め

シ
ア
、
そ
の
他
、
全
12カ
し
、
明
治
政
府
は
そ
れ
を
あ

ゲ
ー
シ
ョ
ン
を
明
治
新
政
る
た
め
の
法
制
度
の
拡
充
、
ど
も
な
い
。
朝
鮮
半
島
は

生
産
力
と
軍
一
触
即
発
の
様
相
を
呈
し

し
、
ヽ
，
＇
’
/
に
"
-
鰐
[
[
パ
鱈
五

が
不
可
欠
で
第
9
条
の
改
定
に
す
ら
浚

朗

し

芽

”

成

立

宝

府
は
列
華
に
就
航
さ
せ
た
あ
る
。
欧
米
列
弾
と
対
等
巡
し
、
ゴ
「
モ
リ
カ
ケ
」
だ
の

の
だ
ろ
う
か
。
他
者
た
る
な
レ
ベ
ル
の
文
明
国
に
な
「
日
親
」
な
ど
を
テ
ー
マ

文
明
国
を
、
政
府
の
ト
ッ
ら
な
け
れ
ば
、
条
約
改
正
に
政
争
を
つ
づ
け
て
や
む

プ
が
身
を
も
っ
て
徹
底
的
は
困
難
だ
と
悟
ら
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。

に
研
究
し
、
自
我
形
成
を
の
で
あ
る
。

「事
の
軽
重
」
が
わ
か

よ
り
胃
た
も
の
に
す
る
使
節
団
は
産
業
発
展
の
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ほ

た
め
で
あ
っ
た
。
重
要
性
を
徹
底
的
に
悟
ら
ど
に
、
日
本
の
政
治
は
劣

維
新
に
成
功
し
た
と
は
さ
れ
、
さ
ら
に
は
共
和
制
、
化
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。

い
え
、
主
権
国
家
の
国
づ
立
憲
君
主
制
、
徴
兵
制
、
日
本
よ
、
新
し
い
自
我
形

く
り
の
テ
キ
ス
ト
は
何
も
議
会
制
度
、
政
党
政
治
、
成
に
目
覚
め
よ
。

渡
辺

利
夫

私
ど
も
は
自
分
が
ど
ん
な
顔
の
人
間
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
。
自
分
を
「
鏡
」
と
い
う
他
者
に
投
影

し
て
、
み
ず
か
ら
を
確
認
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
が
他
者
を
も
た
ず
完
全
に
孤
立
し
て
い
る
状
態

に
あ
っ
て
は
、
自
己
が
ど
ん
な
存
在
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
自
我
形
成
」

も
あ
り
得
な
い
。
私
ど
も
は
他
者
が
自
分
を
ど
う
認
識
し
、
評
価
し
、
対
応
す
る
の
か
に
応
じ
て
、
自
己

を
初
め
て
悟
り
、
自
我
形
成
を
つ
づ
け
る
、
そ
う
い
う
存
在
で
あ
る
。

「
羞
拿
器
回
」
を
改
め
て
考
え
る


