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教
育
目
的
の
思
想
①
―
学
び
・
権
力
・
育
ち

は
じ
め
に

今
回
は
人
間
は
な
ぜ
教
育
を
必
要
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
教
育
は
「
学
び
」
と
「
教

え
」
の
二
つ
の
営
為
か
ら
成
る
。
そ
の
両
方
に
そ
れ
ぞ
れ
学
び
た
い
、
教
え
た
い
と
い
う
意
思
が
存
在

し
て
い
る
。

人
間
は
な
ぜ
学
び
た
い
と
思
う
の
か
。
そ
れ
は
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
人
間
の
次
の
人
生
が
そ
の

人
に
と
っ
て
た
ぶ
ん
よ
り
よ
い
も
の
に
な
る
は
ず
だ
、
と
い
う
希
望
が
学
び
た
い
と
い
う
気
持
を
引
き

起
こ
す
の
で
あ
る
。
「
学
び
た
い
」
と
い
う
の
を
英
訳
し
て
み
る
と
、I

w
ant

to
learn.

と
で
も
訳
す

の
か
。w

ant

を
辞
書
で
ひ
い
て
み
よ
う
。
名
詞
だ
と
欠
乏
、
不
足
と
い
っ
た
意
味
が
出
て
く
る
だ
ろ

う
。
学
び
た
い
要
求
が
潜
在
的
に
あ
る
と
言
う
と
き
、
「
学
び
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
」
と
い
う
。need

も

ま
た
「
困
窮
」
と
か
「
貧
困
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
英
語
の
歌
の
歌
詞
に
よ
くI

w
ant

you,I
need

you

…

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
自
分
にyou

の
存
在
が
欠
け
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

希
望
と
欠
乏
が
学
び
の
意
欲
を
喚
起
す
る
と
い
う
の
は
ま
ず
は
鉄
則
だ
と
言
っ
て
い
い
。
希
望
を
失

っ
た
人
間
は
学
ぶ
意
欲
を
持
た
な
い
し
、
欠
乏
感
の
な
い
人
間
も
ま
た
学
ぼ
う
と
は
し
な
い
。
後
は
強

い
ら
れ
て
勉
強
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
苦
痛
に
な
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

現
代
の
学
校
教
育
で
も
学
ぶ
意
欲
を
失
っ
て
い
る
子
ど
も
や
生
徒
た
ち
は
こ
の
い
ず
れ
か
、
も
し
く
は

両
方
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
自
分
の
未
来
に
希
望
を
描
け
な
い

か
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
与
え
ら
れ
す
ぎ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
こ
の
鉄
則
を
う
ま
く

活
用
す
る
こ
と
で
教
育
効
果
を
高
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
こ
と
を
心
に
留
め
て
お
い
て
ほ
し
い
。

現
代
で
は
子
ど
も
た
ち
に
学
び
に
お
い
て
希
望
、
欠
乏
、
必
要
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

現
代
の
教
育
で
は
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
学
ぶ
喜
び
と
い
う
の
は

ど
れ
だ
け
実
感
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
か
。
検
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
のw

ant

な
い
しneed

の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
日
本
の
教
育
の
歴
史
か
ら
見
て
み
よ
う
。

一

学
び
の
要
求

平
安
時
代
に
生
ま
れ
た
文
学
で
著
名
な
の
は
『
源
氏
物
語
』
で
あ
ろ
う
か
。
源
氏
物
語
に
つ
い
て
中

村
真
一
郎
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
は
好
色
の
書
で
あ
る
、
淫
書
で
あ
る
、
と
し
て
近
世
以
来
、
道
徳
家
た
ち
の
非
難

を
浴
び
て
来
た
。

明
治
に
な
っ
て
か
ら
も
、
当
時
の
国
文
学
界
の
指
導
者
で
あ
り
、
西
欧
的
な
教
育
を
受
け
た
芳
賀

矢
一
博
士
の
よ
う
な
人
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
淫
猥
な
作
品
を
、
日
本
文
学
の
代
表
で
あ
る
と
し
な

け
れ
ば
成
ら
ぬ
の
は
ざ
ん
ね
ん
だ
、
と
い
う
よ
う
な
声
を
聞
く
の
で
あ
る
（
『
国
文
学
史
十
講
』
）
。

中
村
真
一
郎
『
色
好
み
の
構
造
』
岩
波
新
書

一
四
頁

し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
た
世
界
は
実
際
の
平
安
文
化
を
映
し
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
あ
の
物
語
は
当
時
の
読
者
に
は
、
彼
等
の
生
き
た
一
条
帝
頃
の
宮
廷
生
活
を
扱
っ
た
風
俗
小
説
と
し
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て
、
つ
ま
り
実
生
活
の
反
映
、
さ
ら
に
は
多
く
の
ゴ
シ
ッ
プ
や
醜
聞
の
集
積
と
し
て
、
争
い
読
ま
れ
た

に
相
違
な
い
の
で
あ
る
」
（
『
色
好
み
の
構
造
』
一
五
頁
）
と
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
わ
れ
わ

れ
が
現
代
の
恋
愛
小
説
や
、
や
や
破
天
荒
な
物
語
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
あ
り
得
る
現
実
が

描
か
れ
て
い
る
と
思
う
し
、
そ
の
よ
う
に
自
分
を
主
人
公
に
投
影
し
つ
つ
読
む
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
多

少
の
誇
張
は
あ
っ
た
と
し
て
も
文
化
の
あ
り
よ
う
を
描
写
し
た
も
の
と
言
え
る
。
先
述
の
芳
賀
矢
一
自

身
も
「
併
し
な
が
ら
、
そ
の
当
時
の
筆
で
、
何
し
ろ
大
部
の
物
語
故
、
そ
の
時
分
の
有
様
は
明
に
分
り

ま
す
か
ら
、
歴
史
を
や
る
人
も
、
語
学
を
や
る
人
に
も
、
大
切
な
好
古
の
材
料
に
な
る
の
で
研
究
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
位
置
づ
け
て
は
い
る
（
『
国
文
学
史
十
講
』
）
。

そ
う
し
た
平
安
期
の
文
化
を
中
村
は
「
色
好
み
」
と
い
う
言
葉
で
象
徴
し
て
い
る
が
、
「
色
好
み
」

は
現
代
的
に
は
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
、
「
恋
愛
」
と
置
き
換
え
て
い
い
。
即
ち
、
恋
愛
は

こ
の
時
代
の
貴
族
た
ち
の
文
化
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
恋
愛
」
は
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
姿

形
を
変
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
現
代
に
生
き
て
い
る
自
分
の
恋
愛
観
を
持
ち
込
ん
で
は
い
け
な
い
。

史
実
と
し
て
平
安
貴
族
は
恋
愛
と
い
う
文
化
の
中
に
生
き
て
い
た
こ
と
を
ま
ず
は
理
解
し
て
ほ
し
い
。

平
安
時
代
の
恋
愛
文
化
は
ま
っ
た
く
現
代
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
だ
。

昔
、
を
と
こ
あ
り
け
り
。
恨
む
る
人
を
恨
み
て

鳥
の
子
を
十
づ
ゝ
十
は
重
ぬ
と
も
思
は
ぬ
人
を
お
も
ふ
も
の
か
は

と
い
へ
り
け
れ
ば
、

朝
露
は
消
え
の
こ
り
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
誰
か
こ
の
世
を
頼
み
は
つ
べ
し

又
、
を
と
こ
、

吹
く
風
に
こ
ぞ
の
桜
は
散
ら
ず
と
も
あ
な
頼
み
が
た
人
の
こ
こ
ろ
は

又
、
女
、
返
し
、

行
く
水
に
数
か
く
よ
り
も
は
か
な
き
は
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
な
り
け
り

又
、
を
と
こ
、

行
く
水
と
過
ぐ
る
よ
は
ひ
と
散
る
花
と
い
づ
れ
待
て
て
ふ
こ
と
を
聞
く
ら
む

あ
だ
く
ら
べ
か
た
み
に
し
け
る
を
と
こ
女
の
、
忍
び
あ
り
き
し
け
る
こ
と
な
る
べ
し

（
『
伊
勢
物
語
』
五
十
段
）

こ
の
時
代
に
お
い
て
恋
愛
と
い
う
の
は
知
的
ゲ
ー
ム
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
恋
愛
は
男
女
の
間
で
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
学
び
は
男
だ
け
で
は
な
く
女
に
も
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
仮
名
文

字
が
開
発
さ
れ
、
そ
の
学
習
が
必
要
と
な
り
、
さ
ら
に
和
歌
を
詠
む
技
法
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。

ま
ず
は
仮
名
を
一
字
一
字
覚
え
る
た
め
に
「
は
な
ち
が
き
」
の
手
本
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の

最
初
の
手
本
と
思
わ
れ
る
の
が
「
天
地
の
詞
」
で
あ
る
（
仲
新
『
近
代
教
科
書
の
成
立
』
八
頁
）
。

あ
め
（
天
）

つ
ち
（
土
）

ほ
し
（
星
）

そ
ら
（
空
）

や
ま
（
山
）

か
は
（
川
）

み
ね
（
峯
）

た
に
（
谷
）

く
も
（
雲
）

き
り
（
霧
）

む
ろ
（
室
）

こ
け
（
苔
）

ひ
と
（
人
）

い
ぬ
（
犬
）

う
へ
（
上
）

す
ゑ
（
末
）

ゆ
わ
（
硫
黄
）

さ
る
（
猿

お
ふ
せ
よ
（
生
育
せ
よ
）

え
の
え
を
（
榎
の
枝
を
）

な
れ
ゐ
て
（
馴
れ
居
て
）

※
榎
は
ア
行
の
「
え
」
、
枝
は
ヤ
行
の
「
え
」

有
名
な
の
は
「
い
ろ
は
歌
」
で
あ
る
が
、
も
う
少
し
遅
く
こ
ち
ら
は
平
安
後
期
に
作
ら
れ
た
も
の
と

い
わ
れ
る
。
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い
ろ
は
に
ほ
へ
と

ち
り
ぬ
る
を

わ
か
よ
た
れ
そ

つ
ね
な
ら
む

う
ゐ
の
お
く
や
ま

け
ふ
こ
え
て

あ
さ
き
ゆ
め
み
し

ゑ
ひ
も
せ
す

い
ず
れ
も
す
べ
て
の
仮
名
文
字
（
四
七
、
四
八
）
を
使
用
し
て
、
全
体
意
味
を
な
し
て
い
る
。
こ
の

仮
名
を
覚
え
た
ら
、
和
歌
の
書
き
方
を
学
ぶ
。
こ
れ
に
は
次
の
歌
が
使
わ
れ
た
。

難
波
津
に
咲
く
や
こ
の
花
冬
ご
も
り
今
を
春
べ
と
咲
く
や
こ
の
花

あ
さ
か
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
く
は
人
を
思
ふ
も
の
か
は

こ
ち
ら
は
和
歌
を
書
く
と
き
の
「
つ
ゞ
け
が
き
」
の
手
本
（
教
材
・
教
科
書
）
と
な
る
も
の
で
あ
っ

た
。

二

往
来
物
の
登
場

ま
が
り
な
り
に
支
配
の
権
力
が
で
き
あ
が
り
組
織
化
さ
れ
る
と
、
官
僚
制
が
確
立
し
て
く
る
。
官
僚

と
い
う
の
は
国
家
権
力
に
と
っ
て
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
り
、
官
僚
機
構
は
国
家
権
力
を
機
能
さ
せ

る
重
要
な
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
権
力
側
か
ら
す
れ
ば
教
え
る
必
要
性
が
登
場
し
て
く
る
。

大
化
の
改
新
以
降
朝
廷
の
中
で
組
織
的
な
教
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
大
宝
律
令
で

学
令
二
十
二
ヶ
条
が
定
め
ら
れ
、
都
に
大
学
寮
、
諸
国
に
国
学
を
置
く
と
い
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
試
験
に
よ
っ
て
人
材
の
抜
擢
が
行
わ
れ
る
と
い
う
制
度
が
で
き
た
。
し
か
し
、
平
安
時
代
に
入

り
、
官
職
の
世
襲
制
が
強
ま
っ
て
く
る
と
大
学
寮
の
の
制
度
は
存
在
理
由
を
失
っ
て
い
っ
た
。
組
織
的

な
教
育
は
そ
れ
を
支
え
る
学
び
の
欲
望
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

と
は
言
え
、
官
僚
制
が
整
っ
て
く
る
と
文
字
に
よ
る
情
報
の
伝
達
・
組
織
管
理
と
い
う
こ
と
が
必
要

に
な
っ
て
く
る
。
重
要
な
の
は
文
書
の
作
り
方
で
あ
る
。

情
報
伝
達
の
文
書
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
ま
ず
は
手
紙
で
あ
ろ
う
。
手
紙
＝

書
簡
に
よ
っ
て
情
報
の
伝
達
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
正
し
い
手
紙
を
書
く
雛
形
が
必
要
と
な
る
。

そ
こ
で
書
簡
を
綴
じ
て
手
本
と
す
る
こ
と
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
そ
れ
が
往
来
物
の
成
立
で
あ
る
。
往
来

と
は
行
き
来
、
す
な
わ
ち
手
紙
の
や
り
と
り
を
意
味
す
る
。

ま
ず
は
平
安
後
期
に
『
明
衡
往
来
』
と
い
う
も
の
が
作
ら
れ
た
。
こ
れ
は
も
と
も
と
藤
原
明
衡
に
よ

っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
雲
州
消
息
』
と
い
う
も
の
が
原
型
に
な
っ
て
い
る
の
で
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い

る
。
消
息
と
い
う
の
は
頼
り
の
こ
と
で
あ
り
、
手
紙
文
を
意
味
す
る
。
往
来
も
ま
た
手
紙
の
や
り
と
り

と
い
う
意
味
で
あ
り
、
『
雲
州
消
息
』
に
は
二
〇
九
通
の
手
紙
の
文
例
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ

う
に
し
て
平
安
か
ら
鎌
倉
と
い
っ
た
往
来
物
と
呼
ば
れ
る
教
材
が
登
場
し
た
。
こ
れ
ら
を
古
往
来
と
言

い
、
五
〇
種
以
上
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。

近
世
に
な
り
、
寺
子
屋
が
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
て
新
し
い
往
来
物
が
出
て
く
る
。
た
と
え
ば
『
農

業
往
来
』
、
『
商
売
往
来
』
、
『
夫
婦
往
来
』
等
々
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
書
簡
の
形
式
で
は
な

く
、
手
習
い
の
手
本
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
手
紙
と
い
う
の
は
文
字
利
用
の
基
本
で
あ
り
、
文

字
を
必
要
と
す
る
人
間
に
と
っ
て
は
ま
ず
知
っ
て
お
き
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
手
紙
で
な

く
て
も
ま
ず
は
学
習
者
のw

ant

な
り
、need

な
り
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
か
ら
「
往
来
物
」
と
呼
ば

れ
た
の
で
あ
る
。

三

藩
校
と
寺
子
屋
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近
代
以
前
の
組
織
的
な
教
育
と
言
え
ば
、
藩
校
と
寺
子
屋
を
挙
げ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
江
戸

時
代
は
身
分
社
会
で
あ
っ
た
か
ら
身
分
に
応
じ
た
教
育
が
用
意
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

こ
こ
で
も
学
び
の
欲
望
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

安
定
し
た
官
僚
社
会
で
あ
っ
た
幕
藩
体
制
下
で
は
武
士
が
読
み
書
き
を
す
る
の
は
官
職
を
世
襲
す
る

た
め
の
最
低
の
条
件
で
あ
っ
た
。
身
分
社
会
と
は
安
定
的
に
後
継
者
が
供
給
さ
れ
て
成
り
立
つ
社
会
で

あ
る
。
武
士
の
家
で
は
男
子
に
つ
い
て
は
父
親
が
そ
う
し
た
読
み
書
き
と
基
本
的
な
素
読
を
教
え
る
の

が
普
通
で
あ
っ
た
。
素
読
と
は
『
論
語
』
な
ら
ば
『
論
語
』
を
徹
底
的
に
暗
誦
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
基
本
的
に
武
家
に
生
ま
れ
た
者
の
基
本
的
な
素
養
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
一

定
の
基
礎
学
力
が
身
に
つ
く
と
個
人
的
に
儒
学
者
の
と
こ
ろ
に
学
び
に
行
く
の
が
常
で
あ
っ
た
。

徳
川
家
康
は
慶
長
一
〇
（
一
六
〇
五
）
年
に
林
羅
山
を
雇
い
、
お
抱
え
の
儒
者
と
し
た
。
林
羅
山
は

三
代
家
光
の
支
援
に
よ
っ
て
寛
永
七
（
一
六
三
〇
）
年
に
上
野
忍
岡
に
林
家
の
家
塾
を
開
い
た
。
以
後

諸
藩
で
も
そ
れ
ぞ
れ
お
抱
え
の
儒
学
者
（
藩
儒
）
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
彼
等
に
家
塾
を
開
か

せ
る
こ
と
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
し
、
儒
者
た
ち
が
私
塾
を
開
い
て
藩
士
た
ち
を
門
弟
に
取
る
こ
と
も

し
ば
し
ば
あ
っ
た
。

や
が
て
藩
主
た
ち
は
お
抱
え
の
儒
者
を
教
授
と
し
て
藩
校
を
開
設
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

藩
校
の
設
立
状
況
は
左
の
よ
う
に
な
る
。

◇
全
国
的
傾
向
で
い
え
ば

宝
暦
か
ら
天
明
（
一
七
五
一
～
一
七
八
九

約
四
〇
年
間
）
に
五
〇
校
の
設
置
。

寛
政
か
ら
文
政
（
一
七
八
九
～
一
八
三
〇

約
四
〇
年
間
）
に
八
七
校
と
最
も
多
く
設
置
。

※
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）

寛
政
異
学
の
禁
→
昌
平
坂
学
問
所
の
設
立

天
保
か
ら
慶
応
（
一
八
三
〇
～
一
八
六
八

約
四
〇
年
間
）
に
も
五
〇
校
設
置
。

最
終
的
に
二
五
五
校
の
設
置
。

◇
九
州
地
方
で
は

宝
暦
か
ら
天
明
→
十
五
校

※
宝
暦
四
年
に
熊
本
時
習
館

寛
政
か
ら
文
政
→
十
一
校

天
保
か
ら
慶
応
→

二
校

こ
の
よ
う
に
藩
校
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
理
由
は
、
諸
藩
が
置
か
れ
て
い
た
外
交
、
内
政
上
の
理
由
が

あ
っ
た
。
そ
れ
と
幕
府
の
動
向
の
影
響
や
幕
末
の
混
乱
な
ど
、
藩
政
が
危
機
を
迎
え
る
と
藩
校
の
ニ
ー

ズ
が
高
ま
る
。
つ
ま
り
、
藩
士
の
育
成
が
課
題
と
な
っ
た
の
だ
。
こ
れ
を
「
時
務
の
意
識
」
と
い
う
。

一
方
、
庶
民
は
も
と
よ
り
学
ぶ
必
要
性
を
誰
か
ら
も
要
求
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
近
世
後
期
（
十

七
世
紀
末
、
十
八
世
紀
初
頭
元
禄
頃
）
か
ら
手
習
い
の
要
求
が
高
ま
り
、
寺
子
屋
が
増
大
し
た
。
寺
子

屋
と
い
う
の
は
俗
に
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
呼
ん
で
い
る
名
称
で
あ
り
、
当
時
は
そ
う
は
呼
ん
で
い
な
か
っ

た
。
お
そ
ら
く
は
「
手
習
ひ
に
行
く
」
と
言
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
こ
こ
で
は
馴
れ
た
言

い
方
と
し
て
寺
子
屋
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

『
日
本
教
育
史
資
料
』
（
明
治
十
六
年
調
査
）
掲
載
の
寺
子
屋
開
業
数
に
よ
る
と
文
政
頃
か
ら
増
え

始
め
、
天
保
期
か
ら
急
増
す
る
。
こ
れ
は
報
告
さ
れ
、
記
録
の
残
っ
て
い
る
数
字
な
の
で
実
際
に
は
も

っ
と
多
い
は
ず
で
あ
る
。
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開
業
数
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
。

文
政
（
一
八
一
八
～
一
八
二
九
）

六
七
六

天
保
（
一
八
三
〇
～
一
八
四
三
）

一
九
八
四

弘
化
～
嘉
永
（
一
八
四
四
～
五
三
）

二
三
九
八

安
政
～
慶
応
（
一
八
五
三
～
六
七
）

四
二
九
三

明
治
一
～
八
（
一
八
六
八
～
七
五
）

一
〇
三
五

寺
子
屋
が
幕
末
に
急
増
し
た
理
由
は
幕
藩
体
制
が
揺
ら
ぎ
始
め
文
字
と
い
う
も
の
が
庶
民
の
生
活
に

必
要
な
力
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
、
と
い
え
よ
う
特
に
商
業
資
本
の
台

頭
に
伴
う
商
品
経
済
の
発
展
が
そ
う
し
た
傾
向
に
拍
車
を
書
け
た
の
で
あ
る
。
商
品
経
済
が
発
展
し
、

商
業
が
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
と
ま
ず
商
業
の
現
場
で
契
約
書
・
帳
簿
・
手
紙
の
や
り
取
り
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
く
る
し
、
そ
う
す
る
と
商
人
に
な
る
た
め
に
は
文
字
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

て
く
る
。
そ
れ
は
商
人
ば
か
り
で
は
な
く
農
村
に
お
い
て
も
米
以
外
の
商
品
作
物
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
く
る
と
経
済
行
為
は
農
民
に
ま
で
お
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
幕
府
や
藩
が
文
書
に
よ
る
統
治
を
進
め
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
文
書
に
よ
る
支
配
は
一
元

的
・
画
一
的
支
配
を
可
能
と
す
る
の
で
上
層
農
民
が
文
字
を
知
る
こ
と
は
常
識
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。第

三
に
文
字
は
本
来
支
配
階
層
の
文
化
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
漢
詩
は
も
ち
ろ
ん
和
歌
や
俳

句
な
ど
は
武
士
以
上
の
人
々
に
よ
っ
て
嗜
ま
れ
た
趣
味
で
あ
っ
た
が
、
庶
民
が
社
会
的
に
台
頭
し
て
く

る
と
そ
う
し
た
文
化
を
自
ら
も
享
受
す
る
こ
と
で
身
分
的
拘
束
か
ら
退
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
そ
う
し
た
文
化
的
サ
ー
ク
ル
は
生
得
的
な
身
分
よ
り
も
力
量
が
も
の
を
い
い
、
よ
り
力
量
の
す
ぐ

れ
た
も
の
が
高
い
名
声
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
現
在
で
も
確
た
る
勢
力
を
持
つ
芸
事
に
お

け
る
家
元
制
な
ど
も
こ
う
し
た
封
建
体
制
の
文
化
的
崩
壊
過
程
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
確
立
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
文
字
と
い
う
も
の
は
も
と
よ
り
支
配
階
層
が
特
権
的
に
握
っ
た
情
報
の
手
段
で
あ

り
、
文
字
イ
コ
ー
ル

力

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
封
建
体
制
が
崩
れ
始
め
る
に
従
っ
て
民
衆
が
自
ら
の
も

ち
か
ら

の
に
し
て
い
く
過
程
が
寺
子
屋
の
発
達
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
寺
子
屋
は
民
衆
が
力

を
獲
得
し
て
い
く
社
会
的
闘
争
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
但
し
、
民
衆
が
身
分
制
を
解

体
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
上
昇
志
向
と
で
も
い
う
べ
き
動
機
づ
け
に
よ
っ
て
文
字
学
習
に

取
り
組
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
常
に
文
字
を
獲
得
し
た
階
層
と
獲
得
し
よ
う
と
す
る
階
層

の
間
に
闘
争
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

寺
子
屋
の
発
達
は
必
ず
し
も
時
代
の
波
と
と
も
に
順
風
満
帆
に
成
長
し
た
の
で
は
な
い
。
庶
民
は
た

と
え
社
会
的
に
力
量
を
つ
け
た
と
し
て
も
弱
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
寺
子
屋
の
開
業
数
・
廃
業
数
は

庶
民
の
生
活
事
情
と
関
連
し
て
増
減
し
て
い
る
。
例
え
ば
飢
饉
な
ど
が
起
こ
れ
ば
開
業
数
は
減
少
し
、

米
価
高
騰
な
ど
の
経
済
事
情
に
よ
っ
て
も
寺
子
屋
の
開
業
数
に
影
響
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

四

学
び
と
教
え

以
上
、
近
代
以
前
の
学
び
と
教
え
の
あ
り
方
か
ら
教
育
の
思
想
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
ま
ず
「
学

び
」
の
出
発
は
平
安
時
代
の
貴
族
で
も
近
世
の
庶
民
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
流
れ
て
い
る
の
は
自
分
の
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よ
り
よ
い
生
き
方
の
た
め
に
学
ぼ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
貴
族
は
恋
愛
の
技
法
と
し
て
読
み

書
き
や
歌
の
作
法
を
学
び
、
庶
民
は
文
化
的
ス
テ
ー
タ
ス
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
の
た
め
に
学
び
の
場
を

得
よ
う
と
し
た
。
学
び
と
は
欲
望
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
た
め

に
学
び
は
常
に
個
人
の
私
的
な
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
林
家
の
家
塾
し
か
り
、
諸
藩
の

藩
儒
の
位
置
づ
け
に
し
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
学
校
と
し
て
再
編
さ
れ
た
の
は
教
え
と
し
て
の

教
育
が
幕
府
や
藩
と
い
っ
た
権
力
に
と
っ
て
支
配
の
〈
知
〉
が
必
要
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
支
配
の

〈
知
〉
は
権
力
の
危
機
感
に
よ
っ
て
昌
平
坂
学
問
所
で
あ
る
と
か
、
各
藩
校
で
あ
る
と
か
が
設
立
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
幕
末
維
新
期
の
藩
校
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
登
場
し
、
近
代
に
引

き
継
が
れ
る
パ
ト
ス
を
内
包
し
て
い
た
。

こ
こ
に
は
書
か
な
か
っ
た
が
、
庶
民
の
教
化
の
た
め
に
藩
の
お
墨
付
き
を
貰
っ
た
郷
校
な
ど
も
権
力

の
支
配
の
〈
知
〉
に
位
置
付
く
も
の
で
あ
っ
た
。
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