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は

じ
め

に

近
世
か
ら
近
代
初
頭
に
か
け
て
、
庶
民
の
子
ど
も
た
ち
を
対
象
に

「読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
」
を
教
え
る
教
育
機
関
が
日
本
の
社
会
に
は
、

多
数
存
在
し
た
。
そ
の
背
景
に
、
江
戸
時
代
の
商
業
資
本
の
活
動
と

産
業
の
発
展
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
本

庄
栄
治
郎
編

『日
本
経
済
史
辞
典
』
は

「寺
子
屋
」
の
項
目
を
立

て
、
教
育
問
題

へ
の
日
配
り
を
怠

っ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
受
け
継
ぐ

『経
済
史

・
経
営
史
辞
典
』
が
、
近
代
産
業
社
会
に
果
た
し
た
教
育

の
役
割
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
は
至
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
項
目

と
し
て
、
何
を
取
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
今
日
的
課
題
を
見
据
え
る
観
点
か
ら
、

滝

内

大

三

「実
業
補
習
学
校
」
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み
る
こ
と
を
提
言
し
た

い
。
そ
れ
は
、
産
業
社
会
の
人
材
育
成
の
あ
り
方
が
、
徒
弟
制
度
か

ら
学
校
教
育

へ
と
変
化
す
る
中
で
生
じ
た
人
間
形
成
の
諸
問
題
を
浮

き
彫
り
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

０

明
治
の
学
校
教
育
が
ス
タ
ー
ト
し
た

一
八
七
二

（明
治
五
）
年
の

「学
制
」
に
お
い
て
、
「実
業
教
育
」
の
柱
は
な
か
っ
た
。
明
治
政
府

は
国
民
に
対
す
る

「初
等
教
育

釜
日
通
教
育
と

の
普
及
と
、
日
本

社
会
を
指
導
す
る
少
数

エ
リ
ー
ト
の
た
め
の

「中
等
教
育
」
「高
等

教
育

（専
門
教
育
ご

を
念
頭
に
置
い
て
学
校
制
度
を
構
想
し
た
が
、

農
工
商
業
を
支
え
る
実
務
家
の
育
成
計
画
は
持
た
ず
、
そ
れ
は
学
校

教
育
史
か
ら
見
た
経
済
史

・
経
営
史
辞
典
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（文
部
省
）
外
の
組
織
に
任
さ
れ
て
い
た
。

０

し
か
し

一
八
九
〇
年
代
に
入
り
、
伝
統
工
業
の
近
代
化
を
進
め
る

必
要
が
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
従
来
の
徒
弟
や
年
季
奉
公
、

見
習
制
度
に
代
わ
る
学
校
の
設
立
が
模
索
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
し
て
、
実
務
に
従
事
し
な
が
ら
夜
間
学
校
に
通
う
教
育
制
度
が
導

入
さ
れ
た

（
一
八
九
二
年

「実
業
補
習
学
校
規
程
し
。
徒
弟
制
度
の
良

さ
を
残
し
な
が
ら
科
学
技
術
の
知
識
を
与
え
よ
う
と
い
う
試
み
は
、

「会
津
漆
器
徒
弟
学
校
」
や

「瀬
戸
陶
器
学
校
」
の
よ
う
な
伝
統
工

業
に
立
脚
す
る
学
校
と
、
「東
京
府
職
工
学
校
」
「広
島
職
工
学
校
」

の
よ
う
な
近
代
工
業

へ
の
職
工
供
給
を
目
的
と
す
る
学
校
を
生
み
出

し
た
。
そ
こ
で
発
展
を
遂
げ
た
の
は
後
者
で
あ
り
、
日
本
の
重
化
学

工
業
化
に
適
応
し
た

「徒
弟
学
校
」
は

「
工
業
学
校
」

へ
と
上
昇

し
、
前
者
は
廃
校
の
憂
き
目
を
見
る
こ
と
に
な

っ
た

（
一
八
九
九
年

「実
業
学
校
令
し
。

０

こ
れ
は

一
面
に
お
い
て
産
業
技
術
の
発
展
が
、
特
殊
な
熟
練
や
精

神
的
能
力
よ
り
、　
一
般
的
な
労
働
特
性
と
科
学
的
基
礎
教
育
を
要
求

し
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
徒
弟
制
度
が
持

っ

て
い
た

「
し
つ
け
」
と
人
間
形
成
の
機
能
を
家
庭
と
地
域
社
会
に
返

す
こ
と
を
意
味
し
た
。
し
か
し
宿
題
や
受
験
勉
強
と
い
っ
た
学
校
の

下
請
け
機
能
を
持
た
さ
れ
た
都
市
の
賃
金
労
働
者
家
庭
に
お
い
て

は
、
地
域
性
を
踏
ま
え
た
人
間
形
成
の
役
割
を
十
分
果
た
せ
な
い
結

果
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。

む
ろ
ん
、
徒
弟
制
度
の
持

つ
擬
制
的
親
子
関
係
の
消
滅
は
、
主
従

的
な
隷
属
関
係
の
く
び
き
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
解
放
す
る
こ
と
に
も

な
り
、
生
徒
の
進
路
の
可
能
性
を
広
げ
た
点
も
見
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
国
民
の
職
業
移
動
や
上
昇
志
向
を
刺
激
す
る

こ
と
に
も
な
り
、
初
等
教
育
の
範
疇
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
で
職
業
選

択
の
幅
を
狭
め
て
い
る

「徒
弟
学
校
」
の
不
評
の
要
因
と
も
な

っ

た
。

０

一
方
、
中
心
機
能
と
し
て
の
職
業
技
能
訓
練
は
、
徒
弟
制
度
の
解

体
や

「徒
弟
学
校
」
の
不
振
と
共
に
工
場
内
に
戻
さ
れ
、
「見
習
職

工
制
度
」
に
再
編
さ
れ
た
。
こ
れ
は
子
飼
い
の
職
工
を
企
業
内
で
自

家
養
成
す
る
仕
組
み
と
な
り
、
戦
後
の
企
業
内
教
育

（Ｏ
Ｊ
Ｔ
）
ヘ

と
発
展
し
て
い
っ
た
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
企
業

へ
の
帰
属
意
識

を
強
め
、
「企
業
戦
士
」
の
養
成
に
プ
ラ
ス
と
な

っ
た
。
企
業
の
枠

を
超
え
て
ヨ
コ
に
広
が
る

「個
」
の
力
よ
り
も
、
タ
テ
関
係
の
中
で

強
固
に
な
る
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
学
校
の

「正
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課
」
の
成
績
よ
り

「課
外
」
の
ク
ラ
ブ
活
動
の
経
験
を
重
視
す
る
と

い
う
採
用
人
事
の
あ
り
方
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

０

商
業

。
工
業
の

「実
業
補
習
学
校
」
が

「実
業
学
校
」
に
上
昇
し

て
い
く
中
で
、
農
業
だ
け
は

「実
業
補
習
学
校
」
を
爆
発
的
に
増
加

さ
せ
た
。　
一
九

一
七
年
の
調
査
で
農
業
補
習
学
校
は
八
五
八
〇
校
、

一
九
二
三
年
に
至
っ
て

一
二

一
六
〇
校
に
増
加
し
て
い
る

（工
業
補

習
学
校
は
逆
に
一
三
二
校
か
ら
九
八
校
に
減
じ
て
い
る
）。
こ
れ
は
何
を

意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

農
村
が
必
要
と
し
て
い
た
の
は
、
「職
業
選
択
の
自
由
」
を
保
証

す
る
学
校
で
は
な
く
、
親
の
跡
を
継
い
で
農
業
に
従
事
す
る
人
間
を

育
て
て
く
れ
る
学
校
で
あ

っ
た
。
地
域
の
実
情
に
合

っ
た
農
業
技
術

を
改
良
す
る
知
性
と
、
地
域
社
会
の
た
め
に
献
身
的
に
努
力
す
る
倫

理
性
を
は
ぐ
く
む
こ
と
が
、
こ
う
し
た
学
校
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
の

中
に
は
、
「正
直
」
「勤
勉
」
「忍
耐
」
「協
調
性
」
と
い
っ
た

（日
本

人
の
美
徳
と
呼
ば
れ
た
）
資
質
と
共
に
、
村
の
仲
間
を
ま
と
め
て
い

く
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
資
質
は
、
農
業
の
専

門
学
校
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
農
村
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
の
中
で
行

わ
れ
る
Ｏ
Ｊ
Ｔ
に
よ
っ
て
可
能
だ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
農
業
補
習
学

校
は
生
産
現
場
と
教
育
を
直
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
訓
育
的

役
割
を
強
め
、
地
域
社
会
の
支
持
を
得
た
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
む
ろ
ん
こ
の
学
校
が
果
た
し
た
政
治
的
役
割
に
つ
い
て
は
、
別

途
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

お
わ

り

に

工
業
化
の
進
展
は
、
子
ど
も
た
ち
が
学
校
の
階
梯
を
駆
け
上
が

っ

て
社
会
に
出
る
シ
ス
テ
ム
を
作

っ
た
。
そ
れ
は
汎
用
度
の
高
い
学
力

形
成
に
貢
献
し
た
が
、
そ
の
学
力
を
支
え
る
目
的
意
識
を
抽
象
化
さ

せ
、
学
習
意
欲
を
弱
め
る
働
き
も
し
た
。
塀
に
よ
っ
て
社
会
か
ら
囲

い
込
ま
れ
た
学
校
の
中
だ
け
の
教
育
は
、
社
会

へ
の
関
心
を
高
め
る

中
で
進
路
を
切
り
開
く
き
っ
か
け
を
与
え
に
く
く
し
た
。
そ
れ
は
結

局
、
コ
一
―
卜
」
な
ど
の
問
題
に
跳
ね
返
り
、
産
業
界

へ
の
人
材
供

給
機
能
に
支
障
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た

意
味
で
、
経
済
史

。
経
営
史
の
側
面
か
ら

「
日
本
の
近
代
化
」
と

「人
間
形
成
」
の
関
係
を
問
い
直
す
こ
と
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

（た
き
う
ち
　
だ
い
ぞ
う
・
大
阪
経
済
大
学
人
間
科
学
部
教
授
）




