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江
戸
「
人
間
教
育
」
の
知
恵

往
来
物
研
究
家
　
　

小
泉　

吉
永

　
一
四
世
紀
末
、
明
朝
初
代
皇
帝
が
発
布
し
た
庶
民
道
徳
「
六り

く

諭ゆ

」
は
、
一
六
世
紀
後
半
の
解
説
書

『
六り

く

諭ゆ

衍え
ん

義ぎ

』
と
し
て
普
及
、
さ
ら
に
、
一
八
世
紀
初
頭
に
琉
球
・
薩
摩
藩
を
経
て
日
本
へ
も
た
ら
さ
れ
、

徳
川
吉
宗
に
よ
っ
て
訓
点
本
と
和
解
本
の
二
種
が
刊
行
さ
れ
た
。
特
に
和
解
本
の
『
六り

く

諭ゆ

衍え
ん

義ぎ

大た
い

意い

』

は
官
民
挙
げ
て
広
範
に
流
布
し
、
約
二
〇
〇
年
間
、
本
邦
の
道
徳
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
日
本

人
は
「
六
諭
」
を
い
か
に
解
釈
し
、
い
か
に
自
国
の
教
育
文
化
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
一
端

を
探
っ
て
み
よ
う
。

【
第
三
二
回
】　�「
六
諭
衍
義
」
か
ら
展
開
し
た�

日
本
の
育
児
思
想

　

寺
子
屋
の
道
徳
教
育
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し

官
民
一
体
で
流
布
し
た

道
徳
教
科
書

悪
童
に
体
罰
を
加
え
る
手
習
師
匠
。
一
人
は
棒
で
叩
か
れ
、
も

う
一
人
は
水
の
入
っ
た
茶
碗
を
持
っ
て
天
神
机
の
上
に
正
座
さ

せ
ら
れ
て
い
る
（
こ
れ
を
「
捧
満
（
ほ
う
ま
ん
）」
と
言
う
）
が
、

子
供
は
に
や
け
た
表
情
だ
（『
童
子
教
稚
絵
解
』
よ
り
）

た
の
が
『
六り

く

諭ゆ

衍え
ん

義ぎ

』
で
あ
る
。

「
六
諭
」
は
中
国
明
朝
初
代
・
洪こ
う

武ぶ

帝て
い

が
発
布
し

た
庶
民
道
徳
で
、「
孝
ふ
ぼ
に

順こ
う

父じ
ゅ

母ん
に
す（

親
孝
行
す
る
）」 

「
尊

ち
ょ
う

敬じ
ょ

長う
を

上そ
ん
き
ょ
う
す

（
目
上
を
敬
う
）」「
和

き
ょ
う

睦り
を

郷わ
ぼ

里く
す

（
近

隣
と
仲
良
く
す
る
）」「
教し
そ

訓ん
を

子き
ょ

孫う
く
ん
す（

子
孫
を
教
え
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導
く
）」「
各

お
の
お

安の
せ

生い
り

理を
や
す
ん
ず

（
家
業
に
励
む
）」「
毋

ひ
い
を

作な
す

非こ
と

為な
か
れ（

悪
事
を
し
な
い
）」
の
六
カ
条
の
教
え
で
あ 

る
。

　

こ
れ
を
明
代
末
期
の
范は
ん

鋐こ
う

が
解
説
し
た
の
が

『
六
諭
衍
義
』
で
、
琉
球
人
・
程
て
い
じ

順ゅ
ん

則そ
く

が
康こ

う

煕き

四

七
年
（
一
七
〇
八
）
に
留
学
先
の
中
国
福
建
省
で

複
刻
し
て
持
ち
帰
っ
た
。
こ
れ
が
日
本
最
初
の
伝

来
で
、
同
書
は
享
　
き
ょ
う
ほ
う保

四
年
（
一
七
一
九
）、
薩
摩

藩
主
・
島し
ま

津づ

吉よ
し

貴た
か

を
通
じ
て
徳
川
吉
宗
に
献
上
さ

れ
た
。
吉
宗
は
こ
れ
を
庶
民
教
化
に
役
立
て
よ
う

と
考
え
た
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
難
解
な
た
め
、『
六

諭
衍
義
』
の
訓
点
を
荻お
ぎ

生ゅ
う

徂そ

徠ら
い

、
和
解
を
室

む
ろ
き

鳩ゅ
う

巣そ
う

に
命
じ
た
。

　

そ
し
て
、
享
保
六
年
一
一
月
に
訓
点
本
『〈
官

刻
〉
六
諭
衍
義
』
が
、翌
七
年
三
月
に
和
解
本
『〈
官

刻
〉
六
諭
衍
義
大
意
』
が
幕
府
か
ら
刊
行
さ
れ
た

（
後
に
両
者
の
板は
ん

木ぎ

は
民
間
書し

ょ

肆し

に
下
賜
さ
れ
、

題だ
い

簽せ
ん

角つ
の

書が
き

の
「
官
刻
」
を
「
賜
板
」
と
改
め
た
）。

　

漢
文
に
訓
点
を
施
し
た
だ
け
の
『〈
官
刻
〉
六

諭
衍
義
』
が
あ
ま
り
普
及
し
な
か
っ
た
の
に
対
し

て
、
日
本
の
実
情
に
合
わ
な
い
部
分
を
省
く
な
ど

大
胆
に
簡
略
化
し
、仮
名
交
じ
り
文
で
綴
っ
た『
大

意
』
は
一
部
改
変
を
伴
い
な
が
ら
明
治
・
大
正
期

ま
で
約
二
〇
〇
年
間
、
我
が
国
の
道
徳
教
科
書
と

し
て
使
わ
れ
た
。

　

刊
行
直
後
の
享
保
七
年
六
月
に
は
、『
大
意
』

の
版
下
を
揮き

毫ご
う

し
た
石
川
勘
助
を
始
め
江
戸
の
手

習
師
匠
一
〇
人
に
『
大
意
』
が
与
え
ら
れ
た
が
、

以
後
、
寺
子
屋
教
育
の
褒
賞
品
に
し
ば
し
ば
『
大

意
』
が
下
賜
さ
れ
る
な
ど
、
幕
府
は
そ
の
普
及
促

進
に
積
極
的
に
関
与
し
た
。
ま
た
、
諸
藩
の
庶
民

教
化
に
も
大
い
に
活
用
さ
れ
、
民
間
の
書
肆
・
有

志
も
こ
れ
に
呼
応
し
た
た
め
、『
大
意
』
は
夥
お
び
た
だし

く
刊
行
さ
れ
、
全
国
規
模
で
流
布
し
た
。

　

さ
ら
に
、『
大
意
』
の
趣
旨
を
詳
述
・
敷ふ

衍え
ん

し

た
教
訓
書
も
数
々
登
場
し
た
が
、
中
で
も
最
も
早

く
詳
し
い
の
が
、
中な
か

村む
ら

三さ
ん

近き
ん

子し

作
、
享
保
一
六
年

刊
『
六
諭
衍
義
小
意
』
で
、
庶
民
生
活
上
の
卑
近

な
具
体
例
や
多
く
の
訓
話
・
俚り

諺げ
ん

・
故
事
を
引
き

な
が
ら
丁
寧
に
諭
し
て
い
る
。

『
大
意
』
も
『
小
意
』
も
、『
六
諭
衍
義
』
の
内

容
を
日
本
の
実
情
に
即
し
て
改
編
ま
た
は
要
略

『
大
意
』
が
教
え
た

幼
児
教
育

　

〈官刻〉六諭衍義（享保 6年、江戸板）〈官刻〉六諭衍義大意（享保 7年、江戸板）
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し
、
庶
民
の
誰
も
が
理
解
で
き
る
平
易
な
文
章
で

綴
っ
た
点
は
同
様
だ
が
、
論
点
の
比
重
に
は
違
い

も
あ
る
。
第
四
条「
教
訓
子
孫
」に
焦
点
を
絞
り
、

両
書
が
こ
れ
を
ど
う
敷
衍
し
た
の
か
、
具
体
的
に

見
て
い
こ
う
。

　

ま
ず
『
大
意
』
で
あ
る
。
以
下
は
、
現
代
仮
名

遣
い
や
一
部
漢
字
表
記
を
改
め
た
ほ
か
は
、
ほ
ぼ

原
文
通
り
で
、
括
弧
書
き
で
語
意
を
補
っ
た
。
現

代
人
に
も
分
か
り
や
す
い
平
易
な
文
章
な
の
で
、

ぜ
ひ
音
読
し
て
頂
き
た
い
。

○
子
孫
を
教
訓
す

　

凡お
よ

そ
在ざ

い

家け
（
民
家
）に
は
子
孫
を
重
し
と
す
。

子
孫
人
が
ら
よ
け
れ
ば
家
も
お
こ
り
、
人
が
ら

あ
し
け
れ
ば
家
も
衰
う
。
こ
れ
、
み
な
人
の
し

る
事
な
れ
ば
、
大た
い

家け

・
小
家
と
も
に
誰
か
子
孫

の
よ
き
を
ね
が
わ
ざ
る
べ
き
。
然し
か

る
に
、
子
孫

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
よ
き
は
ま
れ
な
り
。
必
か
な
ら
ず

教
訓
に
よ
る
べ
し
。

　

其
の
教
訓
の
法
は
、
幼
稚
の
時
よ
り
、
第
一

に
父
兄
に
つ
か
え
、
尊
た
っ
と
く
年
た
け
た
る
者
を
ば

敬
う
道
を
知
ら
し
め
、
さ
て
言ご
ん

語ご

は
偽
り
な
き

よ
う
に
と
い
ま
し
め
、
起た
ち

居い

は
必
ず
し
ず
か
な

る
よ
う
に
と
い
ま
し
め
、
事
を
つ
と
む
る
に
は

お
こ
た
ら
ぬ
よ
う
に
と
い
ま
し
め
、
人
に
ま
じ

わ
る
に
は
無
礼
な
き
よ
う
に
と
い
ま
し
む
べ

し
。
朝
ち
ょ
う

夕せ
き

出い
で

入い
り

に
は
常
に
心
を
付
け
て
、
み
だ

り
に
他た
ぎ

行ょ
う

（
外
出
）
を
ゆ
る
す
べ
か
ら
ず
。
飲お

ん

食じ
き

・
衣え

服ぶ
く

を
ば
常
に
驕お

ご

り
を
制
し
て
、
自
由
に

過
分
を
な
さ
し
む
べ
か
ら
ず
。
勿も
ち

論ろ
ん

、
一
切
無む

益や
く

の
翫

も
て
あ
そび

物
を
す
き
好
ん
で
日
を
費
や
す
事
あ

ら
し
む
べ
か
ら
ず
。

　

古
い
に
し
えよ

り
「
朱
に
近
づ
け
ば
赤
く
、す
み
（
墨
）

に
近
づ
け
ば
黒
し
」と
い
え
り
。
仮
に
も
遊
女
・

博ば
く

奕ち

の
場
に
あ
そ
ば
し
む
べ
か
ら
ず
。
軽
薄
・

浮
気
の
輩
と
も
が
らに
ま
じ
わ
ら
し
む
べ
か
ら
ず
。
常
に

学
文
（
学
問
）
を
さ
せ
て
、
聖
賢
の
道
を
し
ら

し
む
べ
し
。
…
…
（
中
略
）
…
…

　

近
代
以
来
、
父
祖
た
る
者
、
教
訓
の
法
を
し

ら
ず
。
其
の
子
孫
を
育
つ
る
を
見
る
に
、
た
だ

眼
前
の
愛
に
溺
れ
て
、
一
切
の
飲お
ん

食じ
き

・
衣え

服ぶ
く

・

言ご
ん

語ご

・
挙ふ

る

動ま
い

ま
で
小
児
の
気き

随ま
ま

に
す
る
を
よ
し

と
す
。
是
に
よ
り
て
、
子
孫
た
る
も
の
、
幼
少

よ
り
一
言
の
よ
き
話
を
聞
か
ず
、
一い
ち

毛も
う

の
好よ

き

事
を
見
ず
。
そ
の
習
わ
し
癖
と
な
れ
ば
、
放ほ
う

逸い
つ

（
勝
手
気
侭
）
を
の
み
好
み
て
、
仮
に
も
礼
儀

〈賜板〉六諭衍義
（江戸中期、刊行者不明）重刻六諭衍義［六諭衍義大意］（文政 13年、秋田藩板）

〈賜板〉六諭衍義大意
（天保 15年、江戸板）
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の
正
し
き
事
を
し
ら
ず
。
た
ま
た
ま
学
文
を
す

す
む
と
い
え
ど
も
、
人
た
る
道
を
教
え
ん
と
は

せ
ず
し
て
、
た
だ
是
を
以
て
名
利
の
媒
な
か
だ
ちと

す
る

故
に
、
其
の
子
孫
、
た
と
い
学
文
す
と
云
え
ど

も
、
道
理
に
お
い
て
何
を
か
自
得
す
べ
き
。
我

が
身
の
行
い
に
お
い
て
何
の
益
か
あ
ら
ん
。

　

さ
る
ほ
ど
に
、
或
い
は
貨
財
（
財
貨
）
を
貪
む
さ
ぼ

り
、
或
い
は
酒
色
に
耽ふ

け

り
、
お
お
く
悪
名
を
と

り
、
身
を
持
ち
く
ず
し
て
、
父
母
に
も
難
儀
を

懸
く
る
ぞ
か
し
。
又
、
女に
ょ

子し

も
家
に
あ
る
と
き

に
教
訓
の
法
な
く
気き

随ま
ま

に
そ
だ
つ
故
に
、
す
で

に
人
に
嫁
し
て
も
家
を
治
む
る
事
か
な
わ
ず
し

て
、
追
い
出
さ
る
る
者
も
世
に
そ
の
た
め
し

（
例
）
お
お
し
。
是
、
必
ず
し
も
子
孫
の
と
が

（
咎
）
に
も
あ
ら
ず
。
そ
の
か
み
（
昔
）、
教
訓

の
法
た
が
（
違
）
う
が
故
な
り
。
し
か
れ
ば
、

親
の
慈
悲
に
も
そ
む
く
に
あ
ら
ず
や
。
孔
子
も

「
子
を
愛
せ
ば
苦
労
を
さ
せ
よ
」
と
宣
の
た
ま

え
り
。

尤も
っ
とも

、
さ
も
あ
る
べ
き
事
な
り
。

　

ま
ず
、
幼
児
教
育
の
重
要
性
を
説
き
、
①
親
に

従
い
年
長
者
を
敬
う
、
②
嘘
の
な
い
言
葉
、
③
静

か
な
立
居
振
舞
、
④
精
勤
、
⑤
礼
儀
、
⑥
み
だ
り

に
外
出
し
な
い
、
⑦
衣
食
を
驕
ら
な
い
、
⑧
無
益

の
遊
び
で
時
を
費
や
さ
な
い
、
⑨
悪
所
・
悪
友
を

避
け
る
な
ど
育
児
の
要
点
を
掲
げ
、
近
年
の
間
違

っ
た
子
育
て
と
そ
の
結
果
を
述
べ
て
戒
め
と
す

る
。

『
大
意
』
の
「
教
訓
子
孫
」
は
原
文
で
五
七
行
（
一

行
約
一
七
字
）、『
小
意
』
は
二
二
八
行
（
一
行
約

一
六
字
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
小
意
』
は
『
大

意
』
の
約
三
・
八
倍
の
長
文
で
あ
り
、「
教
訓
子

孫
」
の
一
条
も
次
の
六
章
に
分
け
て
詳
し
く
解
説

す
る
。
以
下
は
そ
の
要
旨
で
あ
る
。

①
英
才
な
生
ま
れ
付
き
で
も
、
父
兄
の
教
訓
が
な

け
れ
ば
放ほ
う

埒ら
つ

（
勝
手
気
侭
）
の
人
と
な
る
。
教

訓
の
道
は
学
問
が
一
番
の
近
道
。「
中あ
た

ら
ず
と

い
え
ど
も
遠
か
ら
ず
」
の
よ
う
に
、
良
き
道
を

学
べ
ば
人
の
道
か
ら
外
れ
る
所
作
は
な
い
。
命

中
せ
ず
と
も
的
に
向
か
っ
て
矢
を
放
て
ば
、
決

し
て
背
後
へ
は
行
か
ず
、
多
く
は
的
の
近
く
に

向
か
う
だ
ろ
う
。

②
む
や
み
に
多
く
の
書
物
を
読
む
ば
か
り
が
学
問

で
は
な
い
。例
え
ば『
実じ
つ

語ご
き

教ょ
う

』や『
今
川（
状
）』

を
初
心
者
の
書
物
と
侮
っ
て
は
な
ら
な
い
。『
今

川
』
の
一
書
も
深
く
理
解
す
れ
ば
生
涯
役
立

つ
。
博は
く

学が
く

多た

聞ぶ
ん

は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
知

識
過
剰
で
早
合
点
し
、
よ
く
検
討
も
せ
ず
、
理

屈
が
度
を
超
せ
ば
大
き
く
過
あ
や
ま

つ
。

③
芸
の
習
得
も
育
児
の
一
つ
だ
が
、
遊
芸
な
ど
は

吟
味
が
必
要
だ
。
書
読
（
読
み
書
き
）
こ
そ
万

芸
の
根
本
で
あ
る
。忠
孝
を
弁
え
、身
を
修
め
、

言
行
を
慎
み
、
先
祖
か
ら
の
家
業
を
守
る
。
そ

の
結
果
、
賢
者
と
な
り
、
天
の
恵
み
を
長
く
受

け
、大
い
に
家
を
興
し
、先
祖
の
名
も
輝
か
す
。

こ
れ
ら
は
専
も
っ
ぱ
ら
書
読
か
ら
始
ま
る
。
苗
が
実
っ

て
米
に
な
る
ま
で
の
養
育
に
は
一
瞬
の
絶
え
間

も
な
い
こ
と
を
よ
く
弁
え
よ
。

④
姑こ

息そ
く

（
一
時
的
な
間
に
合
わ
せ
）
の
愛
、
無
分

別
や
甘
や
か
し
の
教
育
は
子
に
と
っ
て
有
毒

だ
。
逆
に
、
余
り
に
厳
し
く
責
め
苛
さ
い
な

み
、
杖
や

棒
で
叩
き
、
茶
碗
・
割わ
り

木き

（
薪
）
等
を
投
げ
つ

け
る
な
ど
の
体
罰
は
も
は
や
教
訓
で
は
な
く
、

全
く
喧け
ん

嘩か

の
仕
方
で
あ
る
。
こ
れ
で
、
人
間
ら

『
小
意
』
が
強
調
し
た

幼
児
教
育
の
要
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し
く
育
つ
は
ず
が
な
い
。
東
西
の
区
別
も
付
か

な
い
時
分
か
ら
行
儀
作
法
を
よ
く
仕
付
け
、
言

葉
を
美
し
く
使
う
習
慣
を
付
け
、
仮
に
も
嘘
や

盗
み
心
が
起
き
な
い
よ
う
に「
漸ぜ
ん

を
計
っ
て（
わ

ず
か
の
変
化
に
注
意
を
し
て
）」
教
え
よ
。
幼

時
の
習
慣
が
天
性
（
生
ま
れ
付
き
）
の
癖
と
な

り
、
善
悪
と
も
に
染
み
つ
い
た
癖
は
成
人
後
に

矯た

め
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、

良
い
癖
を
幼
少
か
ら
付
け
さ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
教
訓
は
要
所
を
教
え
る
べ
き
で
、
昼
も
夜

も
子
を
責
め
さ
い
な
め
ば
、
そ
の
子
は
次
第
に

「
真ま

面じ

目め

（
緊
張
で
目
を
パ
チ
パ
チ
さ
せ
、
怯お

び

え
て
硬
い
表
情
に
な
る
こ
と
）」
か
病
身
と
な

る
。

⑤
下し
も

々じ
も

で
は
「
我
が
家
如
き
の
家
業
に
学
問
な
ど

不
相
応
」
と
言
う
者
が
い
る
が
大
き
な
心
得
違

い
だ
。
下
々
の
子
で
も
「
ど
う
か
実
直
に
家
職

に
精
出
し
、
息
災
に
生
長
し
、
親
孝
行
も
し
て

欲
し
い
」
と
願
う
の
が
親
心
だ
が
、
そ
れ
を
促

す
の
が
学
問
で
あ
る
。
た
と
え
古
人
の
書
を
読

ま
ず
、
仮
名
書
き
の
『
六
諭
衍
義
大
意
』
を
よ

く
読
み
、
そ
の
教
え
に
背
か
な
け
れ
ば
全
て
学

問
で
あ
る
。

⑥
古
人
は
「
漸ぜ
ん

を
杜ふ

せ

ぐ
（
少
し
ず
つ
増
大
す
る
リ

ス
ク
を
事
前
に
食
い
止
め
る
）」
と
教
え
た
。

子
は
成
長
と
と
も
に
悪
く
な
り
や
す
い
た
め
、

「
漸
々
」
の
末
を
考
え
杜
ぐ
の
で
あ
る
。
ま
た

「
児に

に
教
ゆ
る
は
嬰え

い

孩が
い

」
と
言
い
、
乳ち

呑の

み
児ご

が
よ
う
や
く
座
り
、人
を
見
て
微ほ

ほ
え笑
む「
嬰
孩
」

の
頃
か
ら
教
え
る
こ
と
が
大
切
だ
。
世
俗
の
子

育
て
を
見
る
と
、
二
、
三
歳
の
子
は
愛
ら
し
い

た
め
、姑
息
の
愛
に
溺
れ
、悪
さ
を
し
て
も
「
愛

ら
し
い
」
と
喜
び
、
父
母
や
兄
弟
を
叩
い
て
も

「
可
愛
ら
し
い
」
と
言
い
、「
祖じ
じ
ば
ば

父
母
の
物
を
そ

っ
と
盗
ん
で
お
い
で
」
な
ど
と
促
す
。
子
は
、

こ
れ
ら
を
皆
、
良
い
こ
と
と
思
い
、
そ
の
習
慣

が
天
性
自
然
の
よ
う
に
な
れ
ば
、
最
後
は
不

道
人
に
な
る
に
違
い
な
い
。
悪
人
に
な
り
き
っ

て
か
ら
、
に
わ
か
に
諌か
ん

言げ
ん

を
尽
く
し
た
と
こ
ろ

で
、
中
々
聞
き
入
れ
る
は
ず
が
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
小
意
』
は
庶
民
の
学
問
や

幼
児
教
育
な
ど
の
要
点
を
掘
り
下
げ
て
い
る
。
特

に
、
間
断
の
な
い
子
供
の
成
長
に
油
断
せ
ず
、
赤

子
が
お
座
り
を
す
る
生
後
六
カ
月
頃
か
ら
は
、「
漸

を
計
る
」
教
育
、「
漸
を
杜
ぐ
」
教
育
の
必
要
性

が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
総
花
的
な
『
大
意
』
の
要

所
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

　

三さ
ん

近き
ん

子し

は
、
自
ら
を
「
六
諭
衍
義
大
意
を
小
子

（
子
供
）
に
触
れ
回
る
抱ほ
う

関か
ん

撃げ
き

柝た
く

（
門
番
や
夜
警

を
す
る
役
人
）
の
者
」（
序
文
）
と
表
現
し
た
。

彼
は
、『
小
意
』
を
通
じ
て
『
六
諭
衍
義
大
意
』

を
大
人
よ
り
も
子
供
に
深
く
理
解
さ
せ
よ
う
と
試

み
た
の
で
あ
る
。

六諭衍義小意（享保 16年、江戸・京都板）


