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江
戸
「
人
間
教
育
」
の
知
恵

父
の
厳
も
母
の
慈
も
同
じ
愛
情

（
天
保
六
年
刊
『
女
四
書
芸
文
図
会
』）

「
武
教
小
学
」
序
文
（『
武
教
全
書
』
上
巻
所
収
）

往
来
物
研
究
家
　
　

小
泉　

吉
永

　

山や
ま

鹿が

素そ

行こ
う

の
教
育
論
は
、
彼
が
四
四
歳
の
寛か

ん

文ぶ
ん

五
年
（
一
六
六
五
）
に
門
弟
等
が
編へ

ん

纂さ
ん

し
た
『
山や

ま

し
た
と
も
言
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
思
想
的
転

換
に
は
触
れ
な
い
が
、
素
行
は
『
山
鹿
語
類
』
で

は
「
育
て
る
」
立
場
か
ら
詳
細
な
父
道
論
を
展
開

し
た
の
に
対
し
、『
武
教
小
学
』で
は
主
に「
育
つ
」

立
場
か
ら
武
士
の
日
常
生
活
上
の
心
得
や
子
弟
教

育
の
要
点
を
述
べ
て
い
る
。

　

ま
ず
「
明
暦
丙へ
い

申し
ん

（
一
六
五
六
）
八
月
、
門も

ん

弟て
い

子し

等と
う

謹
つ
つ
し
ん

序
で
じ
ょ

題だ
い
す」

と
記
さ
れ
た
『
武
教
小
学
』

の
序
文
に
は
、
本
書
を
理
解
す
る
う
え
で
看
過
で

き
な
い
次
の
記
述
が
見
え
る
（
以
下
、
原
漢
文
を

現
代
語
訳
ま
た
は
意
訳
）。

▽
農
工
商
の
如
き
生
業
を
持
た
ず
に
、
武
士
が
三

民
の
長
と
さ
れ
る
所ゆ
え
ん以

は
、「
能よ

く
身
を
修
め

心
を
正
し
て
、
国
を
治
め
、
天
下
を
平
ら
か
に

す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
や

「
善
俗
」
が
廃す
た

れ
、「
誠
教
」
の
乏
し
い
世
と
な

り
、
武
士
は
臂ひ
じ

を
怒
ら
せ
剣
に
手
を
掛
け
、
学

者
は
「
記き
し

誦ょ
う

詩し
し

章ょ
う

（
詩
文
を
暗
誦
す
る
の
み
で

実
践
し
な
い
こ
と
）」
の
中
国
風ふ

情ぜ
い

に
陥
る
不

適
当
な
有
様
で
、
実
に
嘆
か
わ
し
い
。

▽
学
問
の
目
的
は
「
格か
く

物ぶ
つ

致ち

知ち

（
物
事
の
道
理
や

本
質
を
深
く
追
求
し
、
知
識
や
学
問
を
極
め
る

こ
と
）」
に
あ
り
、
異
国
の
風
俗
を
習
う
た
め

で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
武
士
の
道
を
異
国
か

ら
学
ぶ
必
要
が
ど
う
し
て
あ
ろ
う
か
。
武
士
道

は
幼
時
に
習
う
こ
と
が
重
要
で
、
そ
の
習
慣
を

智
恵
と
と
も
に
深
め
、
そ
の
心
を
育
む
こ
と
が

昔
の
聖
人
の
真
心
で
あ
る
。

▽
武
士
は
主
君
の
俸
禄
に
養
わ
れ
な
が
ら
、
民
の

長
と
し
て
外
見
・
行
動
・
知
識
が
正
し
く
な
け

　
赤
穂
浪
士
を
率
い
た
大お
お

石い
し

内く
ら
の蔵
助す

け

、
幕
末
維
新
の
精
神
的
指
導
者
・
吉よ

し

田だ
し

松ょ
う

陰い
ん

、
明
治
の
英
雄
・
乃の

木ぎ

希ま
れ

典す
け

な
ど
近
世
・
近
代
の
日
本
人
に
多
大
な
影
響
を
与
え
続
け
た
山や

ま

鹿が

素そ

行こ
う

。
日
本
と
は
何
か
、
日

本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
何
か
と
い
う
根
源
的
な
問
い
に
関
し
て
避
け
て
通
れ
な
い
思
想
家
で
あ

り
、
日
本
の
文
化
や
思
想
が
国
際
的
に
注
目
さ
れ
る
昨
今
、
日
本
人
と
し
て
知
っ
て
お
き
た
い
人
物
で

あ
る
。
今
回
は
、『
山や

ま

鹿が

語ご

類る
い

』
と
並
ぶ
、
素
行
の
も
う
一
つ
の
教
育
論
『
武ぶ

き

教ょ
う

小し
ょ

学う
が
く』
に
士
道
の
理
念

と
武
士
教
育
の
要
点
を
学
ぶ
。

鹿が

語ご

類る
い

』
と
と
も
に
、
彼
が
三
五
歳
の
明め

い

暦れ
き

二

年
（
一
六
五
六
）
に
門
弟
が
講
義
録
を
ま
と
め
た

『
武ぶ
き

教ょ
う

小し
ょ

学う
が
く』
に
見
ら
れ
る
。
両
者
の
間
の
約
一

〇
年
で
素
行
の
思
想
は
、
死
に
際
の
潔
さ
に
象
徴

さ
れ
る
戦
乱
期
の
「
武
士
道
」
か
ら
、
天
下
泰
平

に
お
け
る
指
導
者
像
を
説
い
た
「
士
道
」
へ
転
換

【
第
一
四
回
】　��

山
鹿
素
行
の
父
道
と
教
育
論（
二
）

素
行
の
も
う
一
つ
の

教
育
論
『
武
教
小
学
』

れ
ば
、
天
下
の
賊
民
に
ほ
か
な
ら
ず
、
汗
が
出

る
程
の
恥
辱
の
至
り
で
あ
る
。

▽
本
書
の
編
纂
・
出
版
は
山
鹿
先
生
の
志
で
は
な

く
、門
弟
の
我
々
が
先
生
の
言
葉
を
輯
し
ゅ
う

録ろ
く

し『
武

教
小
学
』
と
題
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
教

え
を
敬
っ
て
学
べ
ば
「
浮ふ

靡び

蒙も
う

童ど
う

（
派
手
で

浮
つ
い
た
子
供
）」
も
「
志し

士し

仁じ
ん

人じ
ん

（
天
下
国

家
の
た
め
に
命
が
け
で
信
念
を
貫
く
人
物
）」

に
変
わ
る
一
助
と
な
ろ
う
。
本
書
を
よ
く
玩
味

し
、
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
序
文
を
見
る
限
り
、
行ぎ
ょ

住う
じ

坐ゅ
う

臥ざ
が

・
座ざ

作さ

進し
ん

退た
い（
立
居
振
舞
）の
全
て
が
庶
民
の
模
範
と
な
り
、

治
国
・
平
天
下
を
実
現
す
る
こ
と
が
武
士
の
存
在

理
由
と
さ
れ
て
お
り
、
既
に
『
武
教
小
学
』
に
お

い
て
「
士
道
」
の
考
え
方
が
本
質
的
に
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

以
上
の
ほ
か
、
序
文
で
朱し
ゅ

熹き

が
八
歳
か
ら
一
四

歳
の
心
得
を
述
べ
た『
小
学
』を
讃
え
て
い
る
。『
武

教
小
学
』
は
文
字
通
り
『
小
学
』
を
参
考
に
し
つ

つ
も
、
独
自
の
考
え
で
綴
っ
た
武
士
子
弟
用
の
士

道
入
門
書
で
あ
り
、
次
の
一
〇
項
に
分
け
て
武
士

の
振
舞
と
し
て
の
基
本
を
簡
潔
に
説
く
。



34 月刊「武道」　2014．2 2014．2　月刊「武道」

江戸「人間教育」の知恵

⑴
夙

つ
と
に

起お
き

夜よ
は

寝い
ぬ
る─

─
起
床
後
の
身
支
度
か
ら
就
寝

ま
で
の
毎
日
の
生
活
態
度
。

⑵
燕え
ん

居き
ょ

─
─
公
務
に
就
か
な
い
在
宅
期
間
中
は
学

問
や
武
芸
を
ひ
た
す
ら
学
ぶ
。

⑶
言げ
ん

語ぎ
ょ

応
対
─
─
他
人
と
の
会
話
に
お
け
る
言
葉

遣
い
や
話
題
の
心
得
。

⑷
行こ
う

住じ
ゅ
う坐
臥
─
─
外
出
中
や
在
宅
時
の
用
心
や

礼
法
。

⑸
衣
食
居
─
─
質
素
・
分
相
応
・
適
切
な
衣
食
住
。

⑹
財
宝
器
物
─
─
貧
民
救
済
や
文
武
に
役
立
て
る

べ
き
で
、
単
な
る
蓄
財
は
無
用
。

⑺
飲
食
色
欲
─
─
食
欲
・
性
欲
を
慎
み
適
度
に
保

つ
。

⑻
放ほ
う

鷹よ
う

狩
猟
─
─
民
の
生
業
を
妨
げ
ず
、
領
地
・

領
民
の
掌
握
や
軍
事
訓
練
の
た
め
に
行
う
。

⑼
与
あ
た
え

受う
く
る─
─
金
品
の
授
受
は
道
義
に
基
づ
き
適

切
に
行
う
。

⑽
子
孫
教
戒
─
─
男
児
・
女
児
の
育
て
方
。

　

前
記
⑴
〜
⑼
は
士
道
の
基
本
で
、
そ
れ
を
身
に

付
け
た
武
士
が
い
か
に
子
孫
に
伝
え
て
い
く
か
を

最
後
の
「
子
孫
教
戒
」
で
論
じ
て
い
る
。
そ
の
前

半
に
男
児
教
育
、
後
半
に
女
児
教
育
の
要
点
を
記

す
が
、
記
述
量
も
ほ
ぼ
半
々
で
、
父
道
と
と
も
に

母
道
を
重
視
し
た
山
鹿
素
行
の
考
え
方
は
こ
こ
に

も
表
れ
て
い
る
。「
子
孫
教
戒
」
の
随
所
で
『
孟も
う

子し

』『
礼ら

い

記き

』『
論
語
』『
列
女
伝
』『
小
学
』
等
を

引
用
し
、
適
宜
語
注
を
加
え
る
が
こ
れ
ら
は
割
愛

し
、
以
下
に
要
点
を
掲
げ
る
。

▽
己
が
死
ん
だ
後
に
子
孫
が
勝か
っ

手て

気き

儘ま
ま

で
あ
れ

ば
、
家
は
絶
え
、
子
孫
自
身
も
身
を
滅
ぼ
す
。

ど
う
し
て
真
心
の
愛
情
か
ら
子
孫
を
教
戒
せ
ず

に
い
ら
れ
よ
う
か
。武
士
は「
大
丈
夫（『
孟
子
』

滕と
う

文ぶ
ん

公こ
う

下
に
よ
れ
ば
、
富
貴
・
貧
賤
・
威
武
に

惑
わ
さ
れ
ず
屈
し
な
い
人
物
）」
こ
そ
勇
者
で
あ

る
。
深
い
愛
情
と
信
念
や
強
い
心
で
子
孫
を
戒

め
な
い
と
し
た
ら
、志
士
仁
人
と
は
言
え
な
い
。

▽
子
供
が
幼
稚
の
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
天
然
の

気
を
受
け
る
の
み
で
主
体
的
な
知
恵
が
な
い

が
、
日
々
の
成
長
と
と
も
に
善
悪
に
染
ま
っ
て

い
く
た
め
十
分
に
慎
む
必
要
が
あ
る
。
張
ち
ょ
う

横お
う

渠き
ょ

（
北
宋
の
儒
家
）
は
「
近
年
は
、
男
女
と
も
に

幼
い
頃
か
ら
驕き
ょ

惰う
だ

（
我わ

が
儘ま

ま

か
つ
無
気
力
）
で

壊や
ぶ

り
了お

わ
り
（
駄
目
な
子
供
に
な
り
）、
成
長

す
る
ほ
ど
に
ま
す
ま
す
凶
き
ょ
う

狠こ
ん

（
心
が
歪
む
）
に

な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

▽
武
士
が
子
孫
を
教
戒
す
る
に
は
、
知
を
正
し
、

機
（
気
）
を
勇
に
し
て
、
事
（
行
い
）
に
信
あ

ら
し
め
る
。
そ
れ
故
、
知
の
発
す
る
時
は
邪じ
ゃ

正せ
い

を
考
え
、
邪
を
戒
め
正
を
揚あ

げ
、
勇
を
養
っ
て

脅
す
こ
と
な
く
、
小
事
と
雖
い
え
ど
も
詐
偽
を
行
わ
な

い
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
遊
戯
は
弓
矢
・
竹
馬

の
礼
、
言
葉
遣
い
は
武
家
礼
法
を
以
て
教
え
、

精
気
に
お
け
る
情
欲
を
抑
え
よ
。
ま
た
、
文
学

を
教
え
る
が
、
記き
し

誦ょ
う

に
陥
り
詩
文
に
耽ふ

け

る
と
、

日
本
の
風
俗
を
忘
れ
、
中
国
の
風
俗
を
好
む
よ

う
に
な
る
。

▽
人
に
は
気き

稟ひ
ん

（
気
質
）
の
違
い
が
あ
る
た
め
、

そ
の
軽
重
・
清
濁
を
考
え
て
習
い
馴
れ
さ
せ

よ
。
言
葉
が
一
通
り
身
に
付
い
た
ら
師
を
選

び
、
友
を
考
え
、
品
性
が
下
劣
に
な
ら
ぬ
よ
う

に
せ
よ
。
師
弟
関
係
で
は
恭
敬
を
旨
と
す
る
。

兵
書
や
武
道
書
を
汚
れ
た
席
に
置
か
ず
、
手
を

洗
い
嗽
く
ち
す
すい
だ
後
に
開
き
見
よ
。
そ
し
て
、
師
匠

を
父
兄
の
如
く
尊
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

　

以
上
が
前
半
で
、
後
半
は
丸
々
女
子
教
育
に
当

て
て
い
る
。

▽
女
子
の
教
戒
は
十
分
に
慎
ま
な
ね
ば
な
ら
な

い
。
世
間
で
は
女
子
に
惰だ
じ

弱ゃ
く

（
意い

気く

地じ

の
な
い

こ
と
）
を
教
え
る
こ
と
が
多
い
が
、
大
き
な
誤

り
だ
。
武
士
の
妻
た
る
者
は
、
常
に
公
務
で
忙

し
く
、
家
内
の
事
が
分
か
ら
な
い
夫
に
代
わ
っ

て
家
内
を
治
め
る
義
務
が
あ
る
。
ど
う
し
て
惰

弱
で
務
ま
る
だ
ろ
う
か
。
夫
は
内
を
知
ら
ず
、

妻
は
外
を
語
ら
ず
。
宮
室
を
設
け
て
内
外
を
分

か
ち
、
夫
婦
で
着
物
懸
け
を
別
々
に
し
、
舅
し
ゅ
う
と

姑し
ゅ
う
と
め

に
は
よ
く
仕
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
武
将
の
妻

は
、婚
家
の
盛
衰
で
節
義
を
易か

え
な
い
。ま
た
、

盗
賊
に
あ
い
、
敵
に
殺
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
た

め
、
惰
弱
な
教
育
で
は
通
用
し
な
い
。
女
子
は

陰
性
で
、
体
は
柔
、
心
は
順
の
気
質
の
た
め
、

柔
順
を
用
と
し
、
よ
く
杲こ
う

断だ
ん

（
決
断
）
す
る
こ

と
を
掟
と
す
る
。遊
戯
や
言
葉
遣
い
が
淫い
ん

佚い
つ（

み

だ
ら
）
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
義
の
正
道
を
以

て
教
え
、
武
の
本
意
を
以
て
示
せ
ば
、
夫
婦
の

道
も
正
し
く
、人
倫
の
大
道
も
明
ら
か
と
な
る
。

　

こ
の
ほ
か
、近
年
、女
子
に
『
源
氏
物
語
』
や
『
伊

勢
物
語
』
を
教
え
る
の
は
甚
だ
歎
息
す
べ
き
で
、

武
家
男
女
の
教
育
を

説
い
た
「
子
孫
教
戒
」

1/3 広告

「武教小学」冒頭（『武教全書』上巻所収）
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こ
れ
ら
は
両
夫
に
見ま

み

え
る
こ
と
を
教
え
る
淫
佚
や

悠ゆ
う

艶え
ん

の
書
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
読
ま
せ
て
は
な

ら
な
い
と
戒
め
る
。

『
武
教
小
学
』
成
立
後
一
六
〇
年
以
上
を
経
た
文ぶ
ん

政せ
い

二
年
（
一
八
一
九
）、
山
鹿
流
兵
学
者
の
高

た
か
ば

林や
し

政ま
さ

明あ
き

が
そ
の
主
旨
を
平
易
な
仮
名
書
き
に
改
め
、

『
武
家0

小
学
』
と
題
し
て
刊
行
し
た
ほ
か
、
山
鹿

素
行
の
代
表
作
で
あ
る
『
武
教
全
書
』（
明
暦
二

年
作
）
の
巻
頭
に
も
収
録
さ
れ
、天て
ん

保ぽ
う

一
五
年
（
一

八
四
四
）板
以
後
た
び
た
び
刊
行
さ
れ
た
。ま
た
、

『
武
教
小
学
』
か
ら
二
〇
〇
年
後
の
安あ
ん

政せ
い

三
年
（
一

八
五
六
）
に
は
、
素
行
を
信
奉
す
る
吉
田
松
陰
が

親
戚
子
弟
に
『
武
教
小
学
』
を
講
じ
た
講
義
録
『
武

教
全
書
講
録
』（
本
書
に
は
『
武
教
小
学
』
以
外

の
記
述
が
な
い
た
め
、事
実
上『
武
教
小
学
講
録
』

と
言
う
べ
き
も
の
）
を
著
し
、
慶
応
四
年
（
一
八

六
八
）
に
松
下
村
塾
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

同
書
で
松
陰
は
、「
士
道
」
と
「
国
体
」
の
大

略
を
述
べ
た
『
武
教
小
学
』
序
文
を
本
文
よ
り
も

重
視
し
、「
此こ
の

序
ノ
大
主
意
ヲ
能よ

く

々よ
く

呑の
み

込こ
み

給
ヘ
」

と
開
口
一
番
に
述
べ
て
い
る
。「
士
道
」と「
国
体
」

の
精
神
を
後
世
に
伝
え
る
に
は
、
中
国
生
ま
れ
の

『
小
学
』
で
は
片
手
落
ち
で
あ
り
、「
国
体
ヲ
失
フ

様
ニ
成
行
ク
コ
ト
免
カ
レ
ザ
ル
ヲ
、
先
師
（
山
鹿

素
行
）
深
ク
慮
お
も
ん
ぱ
かリ
給
フ
。
是
、『
武
教
小
学
』
ヲ

作
ル
所ゆ
え
ん以
也
」
と
述
べ
、『
武
教
小
学
』
の
本
質

を
次
の
よ
う
に
突
い
た
。

　

扨さ
て

其
士
道
・
国
体
ハ
甚

は
な
は
だ切
要
ノ
事
ナ
レ
バ
、
幼

年
ノ
時
ヨ
リ
心
掛
サ
セ
、
工
夫
サ
ス
ベ
キ
コ
ト
、

是
、『
小
学
』
ノ
本
意
ニ
テ
、
詰つ
ま

リ
、
志
人
仁
人

ト
成
ル
様
ニ
ト
ノ
教
誡
ナ
リ
。是
、此
序
ノ
大
意
、

即
チ
、
此
書
ノ
大
意
也
。

「『
武
教
小
学
』
の
旨
趣
を
国
字
に
な
し
て
童
蒙

の
見み
る

に
便

た
よ
り
あ
ら
し
む
」
と
し
た
高
林
政
明
の
『
武

家
小
学
』
で
は
、ど
う
い
う
わ
け
か
『
武
教
小
学
』

の
序
文
が
丸
々
省
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
松
陰

は
こ
の
序
文
こ
そ
が
本
書
の
真
髄
と
見
な
し
、
そ

こ
に
二
〇
〇
年
前
に
先
師
が
抱
い
た
後こ
う

顧こ

の
憂
い

を
読
み
取
っ
た
の
で
あ
る
。

文政 2年（1819）刊『武家小学』見返（右）と冒頭

嘉永 2年（1849）板『武教全書』上巻表紙


