
ま
え
が
き 

 
私
が
子
供
の
頃
よ
り
江
戸
時
代
と
い
う
の
は
悪
い
時
代
で
あ
っ
た
と
教
え
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
今
ま
で
の
私

の
歴
史
観
は
其
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。 

従
っ
て
、
信
長
、
秀
吉
、
家
康
と
い
う
戦
国
時
代
の
英
雄
た
ち
の
素
朴
な
評
価
は
こ
こ
か
ら
が
成
り
立
っ

て
い
て
、
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
家
康
は
あ
ま
り
好
き
で
は
な
か
っ
た
。 

と
こ
ろ
で
、
あ
る
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
日
本
各
地
に
大
量
に
残
さ
れ
た
「
古
文
書
」
と
い
う
膨
大

な
民
間
資
料
を
読
む
機
会
に
恵
ま
れ
、
及
ば
ず
な
が
ら
読
む
う
ち
に
、
私
の
、
こ
の
素
朴
な
歴
史
観
が
一

変
し
た
の
で
あ
る
。 

凡
そ
江
戸
時
代
も
文
化
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
は
多
い
が
、
大
方
は
富
商
や
特
定
の
支
配
階
級
に
つ
い

て
書
か
れ
た
も
の
で
、
名
も
な
い
百
姓
や
庶
民
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
。 

一
方
で
、
「
古
文
書
」
に
書
か
れ
た
内
容
に
脚
色
し
た
り
、
嘘
偽
り
を
書
い
た
も
の
等
あ
る
と
は
思
え
な

い
。 

そ
も
そ
も
日
本
の
封
建
制
は
、
秀
吉
に
よ
る
太
閤
検
地
に
よ
り
幕
藩
体
制
が
定
ま
り
、
確
立
さ
れ
た
と
云

わ
れ
て
い
る
。
然
ら
ば
、
こ
の
封
建
制
度
と
は
、
何
か
と
云
え
ば
あ
ま
り
よ
く
分
か
ら
な
い
。
土
地
を
媒

介
と
し
て
、
国
王
、
領
主
、
家
臣
と
の
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
日
本
の
場
合
は
、
武

士
に
よ
る
統
治
と
い
う
国
内
的
要
因
が
主
に
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 



こ
れ
が
、
幕
末
に
な
っ
て
、
王
政
復
古
が
叫
ば
れ
、
明
治
維
新
と
な
り
、
代
わ
っ
て
立
憲
君
主
制
が
布
か

れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
、
か
つ
て
の
封
建
制
度
は
、
す
べ
て
悪
と
し
て
葬
り
去
ら
れ
て

き
た
と
教
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

 

明
治
二
十
三
年
に
明
治
憲
法
が
施
行
さ
れ
る
二
年
前
の
明
治
二
十
一
年
に
、
か
つ
て
の
幕
臣
た
ち
に
よ
る

東
京
開
市
三
百
年
祭
江
戸
会
が
開
か
れ
、
こ
の
時
の
「
江
戸
会
誌
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

「
徳
川
家
の
事
業
に
し
て
、
古
今
を
通
じ
、
世
界
に
亘
り
絶
無
の
も
の
二
つ
あ
り
、
一
は
封
建
制
度
を
大

定
し
、
権
衡
其
の
中
を
得
、
区
画
其
の
宜
し
き
に
適
い
た
る
事
、
是
な
り
。
一
は
こ
の
制
度
に
依
り
て
、

上
下
太
平
、
二
百
六
十
有
余
年
間
、
一
兵
を
動
か
さ
ざ
り
し
こ
と
、
是
な
り
。
」 

国
民
待
望
の
明
治
新
政
府
に
成
っ
た
が
、
国
民
に
対
し
て
、
公
平
、
鰥か

ん

寡か

孤
独
（
夫
や
妻
を
失
っ
た
も
の
）
、

貧
窮
無
告
（
貧
し
く
と
も
訴
え
る
所
を
持
た
な
い
）
の
民
は
賑
恤

し
ん
じ
ゅ
つ

（
貧
困
者
に
金
品
を
施
し
を
す
る
こ
と
）

な
ど
と
美
辞
麗
句
を
並
べ
た
が
、
云
っ
た
舌
の
根
が
乾
か
ぬ
う
ち
に
、
今
度
は
禁
止
の
字
句
が
目
立
つ
よ

う
に
な
っ
た
。 

や
が
て
軍
部
の
台
頭
に
よ
り
、
悲
惨
な
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
の
は
誰
で
も
知
っ
て
お
り
、
あ
な
が
ち
「
江

戸
会
誌
」
の
記
載
が
間
違
っ
て
は
い
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。 

そ
の
結
果
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
、
日
本
は
第
二
次
世
界
大
戦
に
手
痛
い
敗
北
を
喫
し
、
す
べ
て
を

失
う
こ
と
に
な
る
。
代
わ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
主
導
の
民
主
国
家
と
な
り
、
全
て
の
自
由
を
得
る
こ
と
に
な

る
。
中
で
も
、
善
悪
は
別
に
し
て
、
二
千
年
来
、
国
民
を
強
い
き
ず
な
に
結
び
付
け
て
い
た
農
地
の
解
放



が
行
わ
れ
、
画
期
的
な
変
革
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
長
年
に
わ
た
っ
て
受
け
継
が
れ
て
来
た
、

日
本
の
伝
統
文
化
も
こ
と
ご
と
く
捨
て
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

「
徳
川
家
栄
華
の
夢
、
今
は
覚
め
た
り
と
雖
も
、
そ
の
功
業
は
こ
れ
を
滅
せ
ん
と
欲
し
て
も
滅
す
べ
か
ら

ず
、
二
百
六
十
有
余
年
の
間
、
わ
が
日
本
の
文
明
を
撫
育
し
鞠
養
し
た
る
其
の
徳
沢
は
、
吾
人
の
祖
先
の

現
に
浴
し
来
れ
る
所
、
吾
人
が
子
々
孫
々
の
将
に
記
憶
す
べ
き
所
、
わ
が
国
家
の
永
く
録
し
て
忘
れ
ざ
る

所
な
り
。
」 

そ
の
後
、
日
本
は
資
本
主
義
の
道
を
ひ
た
走
り
、
と
り
わ
け
戦
後
万
民
の
百
姓
を
以
っ
て
歓
迎
さ
れ
た
農

地
解
放
は
、
そ
の
後
、
列
島
改
造
の
名
の
も
と
に
、
日
本
中
が
土
地
投
機
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
、
同
時
に

農
業
の
衰
退
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
行
き
着
い
た
先
は
、
平
成
二
年
に
バ
ブ
ル
経
済
と
も
云
わ
れ

た
土
地
や
株
な
ど
の
投
機
相
場
が
破
た
ん
し
、
以
後
「
失
わ
れ
た
十
年
」
と
い
う
不
況
の
中
に
突
入
す
る
。 

「
徳
川
家
三
百
年
執
政
の
時
は
、
日
本
従
前
の
文
明
の
最
も
進
歩
発
達
し
た
時
代
な
り
。
然
る
に
維
新
の

改
革
を
経
て
、
社
会
百
般
の
事
、
皆
変
更
し
、
制
度
、
文
学
、
風
俗
、
美
術
の
事
、
多
く
破
壊
せ
ら
れ
、

其
の
存
す
る
も
の
極
め
て
稀
な
り
、
而
し
て
世
人
ま
た
多
く
こ
れ
を
知
る
無
し
、
お
よ
そ
文
明
の
真
相
を

知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
須

す
べ
か

ら
く
上
代
文
明
の
発
達
せ
る
そ
の
沿
革
及
び
事
情
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に

若
し
徳
川
家
執
政
三
百
年
の
事
跡
を
収
拾
し
て
之
を
伝
ヘ
ず
ん
ば
、
後
世
或
い
は
望
洋
の
嘆
を
発
す
も
の

多
か
ら
ん
。
」 

封
建
時
代
の
全
て
が
よ
か
っ
た
と
は
言
わ
な
い
。
と
り
わ
け
、
女
性
に
対
す
る
差
別
は
そ
の
最
た
る
も
の

で
あ
ろ
う
。 



し
か
し
、
こ
の
間
に
培
わ
れ
た
文
化
の
数
々
に
は
、
今
の
日
本
を
顧
み
る
に
つ
け
、
捨
て
ざ
る
も
の
が
多

く
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
家
族
制
度
や
、
徒
弟
制
度
、
教
育
制
度
、
等
々
の

改
革
は
後
の
日
本
の
発
展
の
礎
と
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
が
、
個
人
の
自
由
の
無
制
限
な
拡
大
に
よ
り
、

か
つ
て
虐
げ
ら
れ
た
女
性
が
別
の
形
で
自
ら
を
窮
地
に
追
い
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

更
に
、
近
年
の
家
族
制
度
、
農
村
の
崩
壊
、
と
り
わ
け
雇
用
関
係
の
崩
壊
と
個
人
の
努
力
で
は
ど
う
に
も

な
ら
な
い
経
済
格
差
の
拡
大
を
見
る
に
つ
け
、「
望
洋
の
嘆
を
」
を
以
っ
て
、
古
文
書
を
読
み
あ
さ
っ
て
い

る
次
第
で
あ
る
。 
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