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江
戸
時
代
の
日
本
は
、
兵
農
分
離
に
よ
っ
て
世
界
的
に
類

ま
れ
な
文
書
主
義
で
政
治
が
行
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
武

士
を
農
村
地
域
か
ら
遠
ざ
け
、
名
主
な
ど
の
村
役
人
層
に
そ

の
地
域
の
田
畑
や
人
間
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成

さ
せ
、
文
書
の
や
り
取
り
で
村
々
を
治
め
て
い
た
。
そ
の
結
果
、

全
国
的
に
識
字
率
が
高
ま
り
、
教
育
水
準
も
高
く
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
江
戸
時
代
に
は
多
く
の
書
物

が
世
に
出
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
教
科
書
に
相
当
す
る
「
往

前
号
で
は
、「
食
育
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
た
明
治
時
代
の
食
生
活
に
つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
食
育
に
対
す
る
日
本
人
の
知
恵
を
た
ど
る
と
、
中
国
（
明
）
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
『
本
草
綱
目

ほ
ん
ぞ
う
こ
う
も
く

』

に
行
き
あ
た
り
ま
す
。
自
然
物
の
分
類
・
解
説
を
体
系
的
に
著
し
た
『
本
草
綱
目
』
は
、
わ
が
国
の
医

術
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
日
本
独
自
の
自
然
物
（
食
・
漢
方
）
の
研
究
を
推
進
さ
せ
ま
し
た
。
そ

の
根
底
に
流
れ
る
も
の
は
、
日
常
の
健
康
管
理
で
す
。
そ
し
て
こ
の
研
究
を
庶
民
向
け
に
著
し
た

『
養
生
訓

よ
う
じ
ょ
う
く
ん
』
の
普
及
は
、
江
戸
庶
民
の
日
常
生
活
の
中
に
食
に
対
す
る
工
夫
と
躾
し
つ
け
を
根
づ
か
せ
ま
し
た
。

そ
こ
で
今
号
で
は
、
今
に
伝
わ
る
江
戸
時
代
の
食
の
工
夫
・
躾
を
掘
り
起
こ
し
て
み
ま
し
た
。

文
化
レ
ベ
ル
の
高
さ
が

江
戸
時
代
の
「
食
の
智
恵
」
を
広
め
た

『婦人一代鑑
かかみ

喰初
くいぞめ

の図』（歌川国貞　公文教育研究会所蔵）

『日ごとの心得』 銘々膳で一汁一菜のつつましい江戸時代の食事風景だが、今では希薄になった一家団欒の温かさが
感じ取れる（国立国会図書館蔵）
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来
物
」
も
多
く
、『
童
子
諸
礼
躾
方
往
来
』
で
は
食
事
作
法
に

つ
い
て
紙
面
が
多
く
割
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

「
食
事
の
と
き
は
、
膳
が
出
る
前
に
み
な
一
礼
を
し
、
高
い
位

の
人
や
年
長
者
を
上
座
に
勧
め
る
。
膳
が
出
た
後
は
、
上
座

の
人
が
箸
を
上
げ
る
と
き
に
そ
ろ
っ
て
箸
を
上
げ
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
ま
ず
は
、
飯
椀
の
ふ
た
を
取
っ
て
膳
の
右
の

ほ
う
に
置
き
、
汁
の
椀
の
ふ
た
も
取
り
重
ね
て
置
い
た
後
、

汁
を
吸
っ
て
飯
を
食
べ
る
。
こ
れ
を
再
三
行
っ
た
う
え
で
、

平
坪
鱠

ひ
ら
つ
ぼ
な
ま
す
へ
箸
を
は
こ
ぶ
。
こ
の
順
序
を
乱
さ
ず
、
二
の
膳
、

三
の
膳
が
あ
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
一
度
に
多
く
口

の
中
に
食
べ
物
を
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
人
か

ら
話
し
か
け
ら
れ
た
と
き
に
速
や
か
に
返
事
を
す
る
た
め
で

あ
り
、
そ
の
心
得
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
膳
に

上
が
っ
て
い
る
す
べ
て
の
物
は
、
右
の
ほ
う
に
あ
る
物
は
右

手
で
取
り
、
左
手
に
持
ち
替
え
て
食
べ
る
。
左
に
あ
る
物
は

左
手
で
取
っ
て
も
よ
い
。
鱠

な
ま
す
皿
は
取
り
上
げ
て
食
べ
て
は
い

け
な
い
。」
と
い
っ
た
よ
う
な
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。

か
た
や
農
民
の
心
得
を
記
述
し
た
も
の
に
『
万
作
往
来

ま
ん
さ
く
お
う
ら
い

』

が
あ
る
。
凶
作
へ
の
備
え
を
中
心
に
備
荒
貯
蓄
す
べ
き
作
物

の
品
々
と
心
得
を
詳
細
に
述
べ
、
日
常
の
美
食
・
大
食
を
戒

め
て
麦
飯
を
「
極
最
上
」
の
食
と
す
べ
き
こ
と
、
珍
し
い
食

物
や
魚
鳥
を
多
く
摂
取
す
る
と
不
健
康
に
な
る
こ
と
、
薬
種

の
植
え
付
け
な
ど
効
果
的
な
耕
作
方
法
な
ど
も
記
述
し
て
い

る
（
小
泉
吉
永
『
往
来
物
解
題
辞
典

お
う
ら
い
も
の
か
い
だ
い
じ
て
ん

』）。
な
か
で
も
、
人
間
の

生
活
に
は
衣
食
住
が
大
切
だ
が
、
食
は
命
の
根
源
で
あ
る
と

い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
続
け
て
、
一
日
食
べ
な
け
れ
ば
命
を

保
つ
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
食
を
司
っ
て
い
る
の
は
農
民
で

あ
る
か
ら
「
お
ん
た
か
ら
百
姓
」
と
い
う
名
称
が
く
だ
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
幸
せ
な
こ
と
で
あ
る
と
の
べ
、
農
民
に
や
り

が
い
を
も
た
せ
て
い
た
様
子
が
う
が
か
え
る
。

一
方
、
麦
飯
を
奨
め
、
魚
や
鳥
を
多
く
食
べ
て
は
健
康
の

た
め
に
よ
く
な
い
と
し
て
い
る
点
で
は
、
現
代
の
感
覚
か
ら

す
る
と
ズ
レ
を
感
じ
る
。
し
か
し
、
地
方
か
ら
江
戸
に
出
て

き
た
奉
公
人
は
よ
く
脚
気

か
っ
け

に
な
り
、
江
戸
を
出
る
と
治
っ
た

と
い
う
。
そ
れ
は
、
江
戸
で
は
精
白
米
を
食
べ
て
い
た
た
め
、

ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
１
が
不
足
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
考

え
る
と
『
万
作
往
来
』
の
指
南
は
食
育
の
面
か
ら
も
理
に
か

な
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

今
も
昔
も
人
間
の
大
敵
は
病
気
で
あ
る
。
江
戸
時
代
、
乳

児
の
死
亡
率
は
生
後
一
年
以
内
で
二
〇
〜
二
十
五
％
に
も
お

よ
ん
で
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
成
人
し
て
も
、
流
行
病

は
や
り
や
ま
い

（
伝
染
病
）
で
あ
る
風
邪
、
麻
疹

は
し
か

、
天
然
痘
、
結
核
、
コ
レ
ラ

な
ど
で
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
て
い
た
。
な
か
で
も
、
一
八

五
八
年
（
安
政
五
年
）
の
コ
レ
ラ
、
一
八
六
二
年
（
文
久
二
年
）

の
麻
疹
の
大
流
行
で
は
、
全
国
で
そ
れ
ぞ
れ
約
二
十
五
万
人

が
死
亡
し
た
。

そ
れ
ほ
ど
の
被
害
が
あ
っ
て
も
、
当
時
の
医
術
で
は
ほ
と

ん
ど
治
療
で
き
な
か
っ
た
。
流
行
病
以
外
の
病
気
で
も
、
そ

の
正
体
を
解
明
す
る
術
は
な
く
、
食
べ
物
や
漢
方
な
ど
の
薬

を
基
に
本
草
（
薬
用
と
な
る
動
物
・
植
物
・
鉱
物
）
の
研
究

が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
は
じ
ま
り
は
、
中
国
・
明
の
時
代
に

李
時
珍

り

じ

ち

ん

が
著
し
た
『
本
草
綱
目

ほ
ん
ぞ
う
こ
う
も
く

』
で
あ
る
。
日
本
に
は
一
六

〇
七
年
（
慶
長
十
二
年
）
に
も
た
ら
さ
れ
、
一
六
三
三
年

（
寛
永
一
〇
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
『
日
用
食
性

に
ち
よ
う
し
ょ
く
せ
い
』

（
曲
直
瀬

ま

な

せ

玄
朔

げ
ん
さ
く

）
で
『
本
草
綱
目
』
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。

病
に
対
処
し
た
経
験
科
学
と
実
学
か
ら
、

食
の
研
究
へ
と
発
展

『頭書絵入 童子諸礼躾方往来』（重田一九編述　公文教育研究会所蔵）

『子供諸礼躾方』 膳への座り方、給仕の仕方を描い
ている（歌川国芳　公文教育研究会所蔵）『万作往来』（山岡霞川　公文教育研究会所蔵）

ど
う
じ
し
ょ
れ
い
し
つ
け
か
た
お
う
ら
い
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以
後
、
日
本
の
独
自
性
に
重
点
を
置
い
た
実
証
的
な
精
神

に
基
づ
い
て
本
草
の
研
究
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
代
表
的
な

著
書
が
一
六
九
七
年
（
元
禄
一
〇
年
）
に
刊
行
さ
れ
た

人
見
必
大

ひ
と
み
ひ
つ
だ
い

の
『
本
朝
食
鑑

ほ
ん
ち
ょ
う
し
ょ
っ
か
ん
』
で
あ
る
。
と
く
に
魚
介
類
を
中

心
に
、
乾
魚
・
塩
魚
な
ど
の
日
常
的
な
食
品
の
効
能
を
検
討

し
て
い
る
。
ま
た
、
一
七
〇
九
年
（
宝
永
六
年
）
に
完
成
し

た
貝
原
益
軒

か
い
ば
ら
え
き
け
ん

の
『
大
和
本
草

や
ま
と
ほ
ん
ぞ
う

』
で
は
、
食
品
に
限
ら
ず
広
く

日
本
の
物
産
を
分
析
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
江
戸
時
代
を
通
じ
、
本
草
学
を
基
礎
に
し
な

が
ら
、
庶
民
に
向
け
て
説
い
た
養
生
論
が
普
及
し
た
。
そ
の

代
表
は
、
貝
原
益
軒
の
『
養
生
訓

よ
う
じ
ょ
う
く
ん

』
で
あ
る
。
そ
の
中
で
益

軒
は
、
人
の
生
命
は
天
か
ら
授
か
っ
た
も
の
だ
が
、
養
生
を

き
ち
ん
と
心
が
け
れ
ば
長
命
を
保
て
、
そ
の
命
の
長
さ
は
そ

の
人
の
心
が
け
次
第
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
飲
食
は

生
命
を
養
い
、
飲
食
が
な
け
れ
ば
元
気
が
失
わ
れ
て
命
が
保

た
れ
な
い
。
し
か
し
、
飲
食
は
人
間
の
内
部
に
あ
る
大
欲
で

も
あ
り
、
往
々
に
し
て
度
を
過
ご
し
や
す
い
の
で
適
正
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
も
記
し
て
い
る
。

貝
原
益
軒
の
『
養
生
訓
』
は
、
自
身
の
長
い
生
活
体
験
と

医
学
、
儒
学
、
そ
の
他
の
広
い
学
問
知
識
を
も
と
に
著
し
た

も
の
で
あ
り
、
現
在
ま
で
広
く
読
み
継
が
れ
て
き
た
。
そ
の

内
容
は
、
明
る
い
健
康
的
な
生
活
の
営
み
方
を
物
心
両
面
か

ら
説
い
て
い
る
。
な
か
で
も
、
庶
民
が
わ
か
り
や
す
い
健
康

管
理
法
と
し
て
「
同
食
の
禁
忌
」、
食
品
の
食
べ
合
わ
せ
の
事

例
が
記
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、「
鹿
と
雉
、
同
食
す
べ
か
ら
ず
、
害
あ
り
」、「
兎

肉
に
生
姜
、
芥
子
、
鹿
を
忌
む
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
望
ま

し
く
な
い
食
品
の
組
み

合
わ
せ
を
記
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
食
べ
合

わ
せ
は
、
そ
の
時
代
の

人
の
生
活
体
験
か
ら
得

た
知
識
と
知
恵
を
食
生

活
の
中
で
実
践
し
た
健

康
管
理
法
で
あ
り
、
後

世
に
伝
え
る
一
つ
の
手

段
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。一

方
、
江
戸
時
代
の

町
衆
の
中
で
受
け
継
が

れ
て
き
た
も
の
に
「
江

戸
し
ぐ
さ
」
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
健
康
、
人
間

関
係
、
平
和
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
健
康
」
の

中
に
「
江
戸
食
事
仕
様
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
食
事
は
人

を
生
き
生
き
と
さ
せ
、
元
気
の
源
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
人
間
関
係
」
の
中
で
は
一

本
の
鯖
や
鰹
を
例
に
し
て
、
赤
身
は
消
化
が
良
い
の
で
年
寄

り
へ
、
脂
が
乗
っ
た
部
分
は
血
気
盛
り
の
若
衆
へ
と
、
年
齢

と
体
調
を
考
慮
し
て
無
駄
な
く
分
け
て
食
べ
る
術
を
伝
授
し

て
い
た
。

こ
の
ほ
か
、
身
近
に
あ
る
安
い
大
根
や
豆
腐
を
使
っ
て
何

種
類
も
の
調
理
方
法
を
編
み
出
し
、
同
じ
材
料
を
さ
ま
ざ
ま

に
変
化
さ
せ
て
料
理
を
楽
し
ん
で
い
た
。
そ
の
中
に
幻
の

「
江
戸
病
人
食
」
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
は
明

治
時
代
に
な
っ
て
江
戸
っ
子
の
末
裔
た
ち
が
つ
く
っ
た
「
止

痛
の
館
」
で
病
人
に
出
し
た
食
事
で
あ
る
。「
止
痛
の
館
」
は
、

現
代
の
ホ
ス
ピ
ス
の
よ
う
な
施
設
だ
っ
た
が
、
そ
こ
の
食
事

が
病
人
の
心
も
癒
す
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
「
五
峰

ご
ほ
う

の
香

か
お
り

」

と
い
い
、
盃
に
盛
っ
た
柔
ら
か
い
ご
飯
を
大
き
な
皿
の
上
に

あ
け
て
五
つ
の
山
を
作
り
、
そ
の
上
に
具
を
飾
り
付
け
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
具
は
、
例
え
ば
ア
ミ
の
佃
煮
・
デ
ン
ブ
・

お
か
か
・
紫
蘇
・
梅
び
し
お
な
ど
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
香
り
が

食
欲
を
そ
そ
り
、
病
人
は
楽
し
ん
で
食
べ
ら
れ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
「
五
峰
の
香
」
は
、
胃
腸
の
弱
い
人
に
最
適

だ
と
い
う
こ
と
か
ら
胃
腸
病
院
で
も
出
す
よ
う
に
な
り
、
昭

和
時
代
初
期
ま
で
続
け
ら
れ
た
病
人
食
だ
っ
た
。
動
物
性
た

ん
ぱ
く
質
、
植
物
性
た
ん
ぱ
く
質
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
摂
れ
る

の
で
栄
養
学
的
に
も
優
れ
、
皿
に
絵
を
描
く
よ
う
に
盛
ら
れ

た
食
事
は
芸
術
性
に
も
富
ん
で
い
る
。
食
の
中
に
も
芸
術
を

求
め
る
和
食
の
真
髄
と
い
え
る
。
人
が
健
康
に
生
き
る
た
め

に
は
ま
ず
食
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
江

戸
時
代
の
人
々
の
食
に
対
す
る
智
恵
は
人
情
で
も
あ
り
、
現

代
人
に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
。

本
草
研
究
・
養
生
論
か
ら
派
生
し
た

食
の
工
夫
と
躾

蔵）
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江
戸
時
代
の
子
ど
も
は
、
満
三
歳
ぐ
ら
い
ま
で
授
乳
す
る

の
が
普
通
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
愛
情
を
与
え
る
こ
と
で

も
あ
り
、
授
乳
の
時
間
は
、
子
ど
も
が
望
め
ば
い
つ
で
も
与

え
て
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
愛
さ
れ
、
江
戸
の
子
ど
も
は
甘
や
か

さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
や
は
り
子
ど
も
の
死
亡
率
が
高
か

っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
な
か
で
も

流
行
病

は
や
り
や
ま
い

で
子
ど
も
を

亡
く
す
こ
と
も
多
く
、

一
七
〇
三
年
（
元
禄
十

六
年
）
に
は
、
医
師
で

あ
る
香
月
牛
山

か
つ
き
ぎ
ゅ
う
ざ
ん

が
日
本

で
最
初
の
育
児
書

『
小
児
必
用
養
育
草

し
ょ
う
に
ひ
つ
よ
う
そ
だ
て
ぐ
さ

』

を
出
し
て
い
る
。
そ
の

内
容
は
病
気
の
治
療
法

が
主
だ
が
、
流
行
病
の

場
合
は
有
効
な
対
策
は

な
く
、
病
気
の
と
き
の
食
事
、
介
抱
の
仕
方
な
ど
を
述
べ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
食
事
は
、
白
が
ゆ
ま
た
は
白
湯
漬

さ

ゆ

づ

け

、

寒
晒

か
ん
ざ
ら
し
の
粉
（
白
玉
粉
）、
道
明
寺
の
粉
を
薦
め
て
い
る
。
そ
の

ほ
か
、
も
ち
米
と
白
砂
糖
で
作
っ
た
「
か
る
焼
」
と
い
う
煎

餅
が
あ
っ
た
。
滋
養
が
あ
り
、
病
が
軽
く
な
る
こ
と
に
掛
け

て
お
見
舞
い
と
し
て
も
喜
ば
れ
た
と
い
う
。

た
だ
介
抱
す
る
し
か
な
い
親
た
ち
は
、
子
ど
も
が
流
行
病

に
か
か
る
と
「
疱
瘡
絵

ほ
う
そ
う
え

」
や
「
麻
疹
絵

は

し

か

え

」
な
ど
の
護
符
や
、

ま
じ
な
い
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
端
午
の
節
供
も
疫

病
除
け
の
意
味
合
い
が
強
い
。
五
月
に
な
る
と
梅
雨
の
季
節

を
迎
え
、
疫
病
が
流
行
る
。
そ
こ
で
、
病
魔
退
治
を
願
っ
て

家
の
軒
に
蓬

よ
も
ぎ
、
菖
蒲

し
ょ
う
ぶ

を
ふ
き
、
魔
除
け
の
鐘
馗

し
ょ
う
き

を
飾
っ
た
。

『
養
生
訓
』
の
著
者
で
あ
る
貝
原
益
軒
は
、
子
ど
も
を
甘

や
か
す
愚
を
説
い
た
。
衣
食
を
十
分
に
与
え
れ
ば
、
子
ど
も

は
虚
弱
に
育
つ
。
多
少
の
空
腹
感
と
寒
さ
も
感
じ
さ
せ
る
こ

と
が
、
昔
か
ら
伝
わ
る
丈
夫
な
子
ど
も
を
育
て
る
コ
ツ
だ
と

し
て
い
る
。

江
戸
の
人
々
は
、
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
本
草
学
を
日
本
流

に
研
究
し
、
日
本
の
自
然
や
社
会
に
適
し
た
食
育
の
基
礎
を
築

い
た
。
そ
れ
は
日
常
生
活
の
中
で
子
ど
も
た
ち
の
記
憶
に
刻
ま

れ
、
時
の
流
れ
の
中
で
食
文
化
と
し
て
成
長
し
、
現
代
へ
と
つ

な
が
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
代
人
は
江
戸
の
知
恵
を
し
っ
か

り
伝
承
で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
い
ま
一
度
、
食
育
の
起
源
と

も
い
え
る
江
戸
時
代
の
食
の
工
夫
と
躾
を
紐ひ

も

と
き
、
現
代
の
日

常
の
中
に
あ
る
実
学
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
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