
江
戸
の
教
育
力

　
本
稿
は
、
江
戸
の「
平
和
」と「
文
明
化
」を
支
え
た
庶
民
の
リ
テ
ラ
シ
ー
（
読
み
書
き
能
力
）に
つ
い
て
、
江
戸
小

咄
を
中
心
に
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
幕
末
期
に
日
本
を
訪
れ
た
二
人
の
外
国
人
は
次
の
よ
う
な
文
章
を
記
し
て
い
る
。

　
一
人
は
、
一
八
六
四
（
元
治
元
）
年
来
日
の
仏
国
駐
日
公
使
レ
オ
ン
・
ロ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
彼
は
、
江
戸
幕
府
一
四

代
将
軍
徳
川
家
茂
に
上
書
を
提
出
し
た
。
旧
幕
臣
で
親
仏
派
の
栗
本
鍬じ

よ

雲う
ん

の
遺
稿
集
『
匏ほ

う

庵あ
ん

遺い

稿こ
う

一
』に
よ
る
と
、 

ロ
ッ
シ
ュ
は
、「
二
百
五
十
年
の
間
、
国
内
泰
平
に
し
て
目
に
干か

ん

戈か

を
見
さ
る
の
洪こ

う

福ふ
く

を
保
て
る
は
、
世
界
に
聞
た
る

例
な
き
所
な
り
」【
註
1
】と
、
江
戸
時
代
二
五
〇
年
以
上
の『
平
和
』を
世
界
に
類
の
な
い
こ
と
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
も
う
一
人
は
、
一
八
六
五（
慶
応
元
）年
世
界
周
遊
の
途
上
来
日
し
た
、
ト
ロ
イ
遺
跡
の
発
見
で
知
ら
れ
る
ド
イ
ツ

人
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
。
彼
は
、「
こ
の
国
は『
平
和
』で
、
総
じ
て
満
足
し
て
お
り
、
豊
か
さ

に
溢
れ
、
極
め
て
堅
固
な
社
会
秩
序
が
あ
り
、
世
界
の
い
か
な
る
国
々
よ
り
も
進
ん
だ
文
明
国
で
あ
る
」と
、
江
戸

近
世
庶
民
の
リ
テ
ラ
シ
ー

小
咄
か
ら
見
る
江
戸
の
文
字
環
境

大
石 
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父
親
は
、
子
供
が
百
の
字
を
書
く
の
を
待
ち
切
れ
ず
、
一
画
目
で「
ひ
ゃ
」の
部
分
が
出
来
た
と
褒
め
る
。「
無
筆
」

の
題
か
ら
す
る
と
、
父
親
は
十
分
な
リ
テ
ラ
シ
ー
を
備
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
子
供
を
愛
し
学
力
の
向
上
を
喜
ん

で
い
る
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
同
じ
題
の「
無
筆
」（「
笑
談
聞
童
子
」一
七
七
五［
安
永
四
］年
）で
も
、手
習
い
か
ら
帰
宅
し
た
息
子
の
清
書
を
見
て
、「
絵
ど
り
」

（
色
具
合
）を
絶
賛
す
る
。

　
無
筆
な
る
者
、
子
供
を
手
習
に
遣
り
け
る
が
、
息
子
、
清
書
を
し
て
親
父
に
見
せ
る
。
親
父
見
て
、「
能
く

出
来
た
、
こ
の
絵
ど
っ
た
で
大
ぶ
ん
」

　
さ
ら
に
、「
手
本
」（「
笑
談
聞
童
子
」一
七
七
五［
安
永
四
］年
）で
は
、
娘
こ
よ

0

0

が
、
手
習
い
で
仮
名
手
本（
仮
名
で
記
し
た
テ

キ
ス
ト
）を
終
え
、
家
で
復
習
し
読
み
上
げ
る
。

　
娘
が
仮
名
手
本
を
あ
げ
て
、
内
で
さ
ら
へ
る
を
聞
く
に
、
御
奥
様
御
平
産
と
よ
む
、
お
ふ
く
ろ
が
聞
ひ
て「
こ
れ

お
こ
よ
、
お
ら
が
い
か
に
知
ら
ぬ
と
て
嘘
を
読
む
な
よ
、
そ
ふ
じ
ゃ
あ
る
ま
い
」と
い
へ
ば
、「
ナ
ニ
そ
れ
で
も
御

奥
様
ご
へ
い
さ
ん
と
習
ひ
や
し
た
」、「
ア
レ
な
だ
い
や
る
、
何
お
く
様
に
五
兵
衛
さ
ん
が
並
ん
で
あ
ろ
う
」

　
娘
の
読
み
を
聞
い
た
母
親
が
、「
私
が
読
み
書
き
に
劣
る
か
ら
と
言
っ
て
嘘
を
読
ん
で
は
い
け
な
い
」と
言
う
と
、

娘
は
、「
私
は
き
ち
ん
と
御
奥
様
ご
へ
い
さ
ん
と
習
っ
た
」と
答
え
た
。
す
る
と
母
は
、「
ど
う
し
て
奥
様
と
五
兵
衛

さ
ん
が
並
ん
で
出
て
く
る
の
か
」と
言
う
。
奥
様
が「
ご
平
産
」、
安
産
だ
っ
た
と
い
う
文
字
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

女
子
が
手
習
い
に
通
っ
て
い
る
こ
と
、
母
親
が
そ
れ
を
聞
い
て
疑
問
を
言
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
文
字
二
つ
を
何
事
に
も
つ
か
ふ
」（
「
露
休
置
土
産
」
一
七
〇
七
［
宝
永
四
］
年
）で
は
、
寺
子
屋
か
ら
帰
っ
た
子
供
に
、
リ
テ

の「
平
和
」と「
文
明
」を
評
価
し
、「
も
し
人
が
言
う
よ
う
に
文
明
を
物
質
文
明
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
日
本
人

は
非
常
に
文
明
化
さ
れ
た
民
族
だ
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
産
業
技
術
に
お
い
て
、
彼
ら
は
蒸
気
機
関
の
救
け
も

な
く
達
せ
ら
れ
う
る
か
ぎ
り
の
非
常
に
高
度
な
完
成
度
を
示
し
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（
『
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
日
本

中
国
旅
行
記
』）と
、
文
明
を
支
え
る
技
術
を
絶
賛
し
た
の
で
あ
る
。

　
幕
末
の
江
戸
に
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
渡
来
し
た
、
二
人
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
、
そ
ろ
っ
て
日
本
の「
平
和
」「
文
明
」「
技

術
」を
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
私
は
、
彼
ら
が
感
嘆
し
た
日
本
社
会
の「
平
和
」「
文
明
化
」「
技
術
」の

基
礎
に
は
、「
江
戸
の
教
育
力
」が
あ
る
と
述
べ
た【
註
2
】。

　
以
下
、
江
戸
時
代
の
庶
民
の
教
育
力
や
リ
テ
ラ
シ
ー
環
境
の
一
端
を
知
る
た
め
に
、
江
戸
小
咄
を
例
に
見
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

寺
子
屋
・
手
習
い
と
父
母
の
リ
テ
ラ
シ
ー

　
ま
ず
、
寺
子
屋
・
手
習
い
か
ら
帰
宅
し
た
子
供
と
父
母
の
会
話
を
見
る
。

　
小
咄
「
無
筆
」（
「
畦
の
落
穂
」、
一
七
七
七
［
安
永
六
］
年
）に
は
、
手
習
い
か
ら
帰
っ
て
き
た
子
供
の
書
を
、
来
客
に
自
慢
し

た
く
て
た
ま
ら
な
い
父
親
が
描
か
れ
る
。

　「
わ
し
が
小
僧
め
が
、此
頃
大
ぶ
ん
手
が
あ
が
り
ま
し
た
」、「
そ
れ
は
結
構
な
事
、ど
れ
清
書
を
見
ま
せ
ふ
」、 

「
ア
イ
皆
な
草
紙
は
、お
師
匠
様
へ
お
い
て
き
や
し
た
」、「
そ
ん
な
ら
、な
ん
ぞ
書
い
て
御
目
に
か
け
ろ
」、「
ア

イ
な
ん
と
い
ふ
字
を
書
か
ふ
ね
」、「
ハ
テ
な
ん
で
も
い
ゝ
わ
さ
」、「
そ
ん
な
ら
百
の
字
を
書
か
ふ
」と
、
大

文
字
筆
に
て
、
す
っ
と
一
チ
を
引
ク
と
、
親
仁
が
そ
ば
か
ら
、「
ま
づ
ひ
ゃ
の
字
出
来
た
り
」

123

※ 

引
用
文
末
の
番
号
は
、
出
典

一
覧［
97
頁
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掲
載
順
を
示
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の
機
会
を
与
え
、
家
庭
で
復
習
さ
せ
、
自
ら
も
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

女
子
教
育
・
習
い
事
・
私
塾

　
前
出
の「
手
本
」（
御
奥
様
御
平
産
）で
も
見
ら
れ
た
が
、
女
子
教
育
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。

　
「
伊
勢
物
語
」（「
笑
談
聞
童
子
」一
七
七
五［
安
永
四
］年
）で
は
、
駕
籠
か
き
七
兵
衛
の
娘
が
寺
子
屋
で「
百
人
一
首
」の
テ
キ

ス
ト
を
終
え
、
次
に『
伊
勢
物
語
』を
欲
し
が
る
。

　
駕
籠
か
き
の
七
兵
衛
が
娘
、
寺
子
屋
へ
か
よ
わ
せ
、
百
人
一
首
を
あ
げ
て
し
ま
ひ
、「
伊
勢
物
語
を
買
ふ
て

く
だ
さ
い
」と
ね
だ
る
。
女
房「
何
も
ふ
読
物
は
よ
し
た
が
よ
い
、
高
イ
物
は
買
わ
れ
ぬ
」と
い
ふ
。
お
や
ぢ

き
い
て「
ナ
ニ
伊
勢
物
語
の
事
な
ら
、
買
う
て
や
れ
」と
い
ふ
。
女
房「
ら
ち
も
な
い
、
こ
な
た
も
同
ジ
や
ふ
に

云
わ
し
や
る
、
こ
の
ほ
う
づ
き
の
子
供
が
伊
勢
物
語
よ
ん
で
何
ニ
す
る
も
の
だ
、
お
い
た
が
よ
い
」。
お
や
ぢ

「
ハ
テ
そ
ふ
云
わ
ず
と
買
ふ
て
や
っ
た
が
よ
い
、
あ
い
つ
が
男
の
子
な
ら
、
ぬ
け
参
り
も
す
る
だ
ろ
」

　
母
親
は
、『
伊
勢
物
語
』が
娘
に
は
難
し
く
値
段
も
高
い
と
反
対
す
る
が
、
七
兵
衛
は
買
っ
て
あ
げ
ろ
と
言
う
。
母

親
は
、
困
っ
た
父
親
だ
と
言
い
、
ま
だ
髪
の
毛
も
生
え
揃
わ
な
い
酸
漿
頭
の
子
供
に
恋
愛
物
語
は
わ
か
ら
な
い
と
言
う
。

七
兵
衛
は
、「
そ
う
言
う
な
、
あ
い
つ
が
男
の
子
だ
っ
た
ら
伊
勢
に
抜
け
参
り（
奉
公
先
か
ら
伊
勢
参
り
）を
す
る
年

頃
だ
」と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
両
親
が
次
の
テ
キ
ス
ト
選
び
に
参
加
し
、
母
親
は
、『
伊
勢
物
語
』の
内
容

を
知
っ
て
お
り
、
父
親
は
知
ら
な
い
。
こ
の
会
話
が
庶
民
の
家
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　
経
済
的
に
余
裕
の
あ
る
家
で
は
、
子
供
た
ち
に
手
習
い
だ
け
で
な
く
、
他
の
習
い
事
に
も
行
か
せ
た
。

ラ
シ
ー
の
劣
る
父
親
が
話
し
か
け
る
。

　
親
仁
、
子
供
、
寺
よ
り
帰
り
け
る
時
、
手
本
を
見
て
、「
さ
あ
、
こ
の
手
本
読
め
」と
い
へ
ば
、
そ
の
子
、

口
よ
り
読
み
終
り
、「
何な

ん

月が
ち

い
く
か
」と
読
み
け
れ
ば
、
親
仁
聞
き
、「
先
度
は
、
こ
の
字
を
月つ

き

と
読
み
、
ま
た

け
ふ
は
、
ぐ
わ
ち
と
読
む
は
、
ど
ふ
し
た
こ
と
じ
ゃ
」。
子
供「
い
か
に
も
、
こ
の
字
を
ば
、
つ
き
と
も
、
ぐ

わ
ち
と
も
読
み
ま
す
る
。
こ
ゑ
と
よ
み
も
同
じ
こ
と
で
ご
ざ
る
。
ま
た
、
こ
の
机
も
、
つ
く
ゑ
と
も
、
し
ょ

く
と
も
い
ひ
ま
す
る
」。
親
仁
聞
き
、「
さ
て
も
〳
〵
知
ら
な
ん
だ
。
大
分
の
学
文
を
し
た
」と
悦
び
け
り
。

　
父
親
は
、
手
習
い
か
ら
子
供
が
帰
る
た
び
に
手
本
で
復
習
さ
せ
、
自
ら
も
学
び
つ
つ
、
子
供
の
成
長
を
喜
ん
で
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
小
咄
か
ら
は
、
江
戸
庶
民
の
父
母
が
、
た
と
え
自
分
は
リ
テ
ラ
シ
ー
に
劣
っ
て
も
、
子
供
た
ち
に
教
育

子どもが字を学ぶ様子　『商売往来』（水戸市立博物館蔵）より

女性の先生が教える様子　『絵本栄家種（上）』（国立国会図
書館蔵）より
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古
典
リ
テ
ラ
シ
ー

　
小
咄
に
は
、
古
典
を
も
と
に
し
た
高
次
な
内
容
も
見
ら
れ
る
。

　「
平
家
物
語
」（「
喜
美
談
語
」一
七
九
六［
寛
政
八
］年
）で
は
、
一
人
が『
平
家
物
語
』の
講
釈
を
習
っ
た
が
、
水
鳥
の
羽
音
で

驚
い
て
逃
げ
る（
富
士
川
の
合
戦
）な
ど
迫
力
に
欠
き
、
面
白
い
合
戦
シ
ー
ン
が
な
か
っ
た
と
不
平
を
漏
ら
す
。

　「
コ
レ
此
頃
お
ら
が
ほ
う
で
、
平
家
物
語
を
講
釈
す
る
が
、
水
鳥
の
羽
音
で
逃
た
の
な
ん
の
か
の
と
、
面
白
い

軍い
く
さが
な
ひ
」。「
ヲ
ヽ
そ
ふ
だ
ろ
う
、
お
れ
も
旦
那
の
所
で
、
源
氏
物
語
の
講
釈
を
聞
た
が
ち
っ
と
も
軍
は
な
ひ
」

　
京
都
の
小
咄「
し
た
り
顔
」（「
笑
の
友
」一
八
〇
一［
享
和
元
］年
）で
は
、
祖
父
と
孫
と
の
会
話
が
展
開
さ
れ
る
。
祖
父
は
溺

愛
す
る
孫
に
謡
曲
を
習
わ
せ
、
帰
宅
後
復
習
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
孫
が
謡
う
の
を
聞
い
た
祖
父
が
悪
い
部
分
を
指
摘

す
る
と
、
孫
は
自
分
は
習
っ
た
通
り
謡
っ
て
い
る
と
反
論
す
る
。
す
る
と
、

　「
ヤ
イ
、
お
の
れ
、
ま
せ
お
る
が
な
、
お
り
や
、
な
ん
で
も
知
っ
て
居
る
は
ひ
や
ひ
」、「
そ
ん
な
ら
、
い
ま
、

わ
し
が
諷
ふ
謡
を
き
い
て
見
な
さ
い
」、「
ヲ
ヲ
う
た
へ
う
た
へ
」、「
い
で
そ
の
と
き
の
鉢
の
木
は
梅
桜
松
に

て
あ
り
し
よ
な
、
サ
ア
な
ん
じ
ゃ
エ
」、「
ソ
レ
カ
。
そ
れ
は
菅
原
」

　
祖
父
は
孫
に「
ま
せ
た
こ
と
を
言
う
な
、
わ
し
は
何
で
も
知
っ
て
い
る
」と
言
う
と
、
孫
は
な
ら
ば
と
、
北
条
時
頼

が
佐
野
源
左
衛
門
に
与
え
た
領
地
、
加
賀
梅
田
庄
、
越
中
桜
井
庄
、
上
野
松
井
田
庄
に
因
む「
鉢
の
木
」を
謡
い
名
前

を
尋
ね
る
。
祖
父
は
、梅
王
、松
王
、桜
王
が
登
場
す
る
浄
瑠
璃『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』と
間
違
え
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
知
識
・
教
養
を
基
礎
と
す
る
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
内
容
で
あ
る
。

　
「
不
審
紙
」（
「
喜
美
談
語
」
一
七
九
六
［
寛
政
八
］
年
）で
は
、
私
塾
に
通
っ
て
い
る
亭
主
が
、
本
を
読
み
な
が
ら
別
に
紙
を
裂

き
自
製
の
付
箋
を
貼
っ
て
い
る
姿
を
見
た
妻
が
、
な
ぜ
紙
を
貼
っ
て
い
る
の
か
と
問
う
。

　
あ
る
所
の
御
亭
主
御
学
文
を
好
み
、
本
を
読
ん
で
居
な
が
ら
紙
を
ひ
っ
切き

つ

て
つ
ば
を
つ
け
、
本
の
中
へ
は

る
を
内
儀
見
て
ゐ
て
、「
モ
シ
旦
那
へ
、
な
ぜ
其
よ
ふ
に
紙
を
つ
ば
で
お
張は

り

な
さ
る
」。
亭
主「
イ
ヤ
こ
れ
は

ど
ふ
も
分
ら
ぬ
事
を
、
先
生
に
聞き

く

時
の
た
め
に
印
に
張
て
お
く
の
じ
ゃ
、
是
を
不
審
紙
と
い
ふ
物
じ
ゃ
」

　
亭
主
は「
先
生
に
質
問
し
た
い
部
分
に
、
印
と
し
て
貼
っ
て
い
る
」と
答
え
て
い
る
。
亭
主
が
主
体
的
に
予
習
を
す

る
学
習
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。

女子の教科書　『女大学』（水戸市立博物館蔵）より

立原翠軒の字を鑑賞し練習するための書
（水戸市立博物館蔵）
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相
方
は
、「
そ
う
だ
ろ
う
、
自
分
も
旦
那
の
所
で『
源
氏
物
語
』の
講
釈
を
聞
い
た
が
少
し
も
合
戦
が
な
か
っ
た
」と

相
槌
を
打
つ
。
江
戸
庶
民
が『
平
家
物
語
』と『
源
氏
物
語
』の
内
容
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
小
咄
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
学
者
」（「
笑
談
聞
童
子
」一
七
七
五［
安
永
四
］年
）で
は
、
儒
学
者
の
家
に
盗
み
に
入
っ
た
泥
棒
が
、
論
語
を
引
用
す
る
。

　
儒
者
の
家
へ
盗
人
来
り
て
、
窓
よ
り
手
を
い
れ
て
さ
が
す
、
先
生
其
手
を
と
ら
へ
て
歎

た
ん
じ
て

曰
く
、「
此
人
に
し

て
此
や
ま
ひ
あ
る
こ
と
」。
盗
人
は
、
な
む
さ
ん
し
ま
い
付
ケ
た
と
思
ふ
所
に
、
銭
百
文
握
ら
せ
て
、
手
を
放

す
、
盗
人
手
を
開
き
見
て
、「
あ
ヽ
す
く
な
い
哉か

な

仁じ
ん

」

　
儒
学
者
の
家
に
盗
人
が
来
て
、
窓
か
ら
手
を
い
れ
物
色
し
て
い
る
と
、
儒
者
が
そ
の
手
を
つ
か
ま
え
た
。
儒
者
は

盗
人
の
病
を
嘆
き
、
慈
悲
を
施
し
た
。
盗
人
は
観
念
し
た
が
、
儒
者
は
一
〇
〇
文
を
握
ら
せ
手
を
放
し
た
。
喜
ん
だ

盗
人
で
あ
っ
た
が
、
手
を
開
い
て「
少
な
い
」と
歎
い
た
。
盗
人
は
孔
子
の
論
語
「
巧
言
令
色
鮮

す
く
な
し仁

」を
も
じ
っ
て 

言
っ
た
の
で
あ
る
。

日
常
の
リ
テ
ラ
シ
ー

　
日
常
生
活
に
お
い
て
、
庶
民
を
取
り
巻
く
環
境
の
一
つ
で
あ
る
看
板
も
、
リ
テ
ラ
シ
ー
を
高
め
る
要
因
と
な
っ
た
。

　
小
咄「
訴
状
の
書
き
そ
こ
な
ひ
」（「
軽
口
御
前
男
」一
七
〇
三［
元
禄
一
六
］年
）で
は
、
行
政
文
書
を
め
ぐ
っ
て
役
人
と
庄
屋
が

会
話
す
る
。

　
万
年
亀
太
郎
様
と
申
す
御
代
官
あ
り
、
お
下
の
百
姓
山
公
事
を
取
り
む
す
び
、
訴
状
を
さ
し
あ
ぐ
る
と
て
、

万
年
を
書
き
ぞ
こ
な
ひ
、
一
年
亀
太
郎
と
書
き
け
る
、
御
取
次
衆
見
た
ま
ひ
、「
名
字
が
ち
が
ふ
た
、
こ
れ
は

一
年
じ
ゃ
」と
叱
ら
れ
、
庄
屋
、
せ
か
ぬ
ふ
り
で
、「
力
落
し
ま
し
た
」

　
架
空
の
代
官
、
万
年
亀
太
郎
が
支
配
す
る
村
の
農
民
が
、
山
論
訴
訟
の
訴
状
を
提
出
し
た
も
の
の
、
取
次
役
人
が
、

訴
状
の
宛
名
の
万
年
が
一
年
に
な
っ
て
い
る
と
叱
る
と
、
庄
屋
は
落
ち
着
い
て「
力
を
落
と
し
ま
し
た
」と
言
っ
た
。

訴
状
の
な
か
の
誤
字
の
可
笑
し
味
を
読
者
も
共
有
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
市
中
の
看
板
も
ま
た
、
リ
テ
ラ
シ
ー
向
上
に
寄
与
し
た
。

　「
三
角
」（「
一
の
も
り
」一
七
七
五［
安
永
四
］年
）に
は
、「
三
角
尽
く
し
」の
看
板
を
掲
げ
た
家
の
話
が
登
場
す
る
。
玄
関
も

座
敷
も
床
の
間
の
違
い
棚
も
、
こ
と
ご
と
く
三
角
の
趣
向
の
家
で
、
客
が
主
を
困
ら
せ
よ
う
と
三
角
の
水
を
求
め
る
。

　
亭
主
、う
ろ
こ
が
た
の
着
物
、三
角
な
や
き
飯
を
食
っ
て
居
る
。
何
で
も
難
題
を
い
ふ
て
こ
ま
ら
さ
ふ
と
、「
モ

シ
三
角
な
水
が
所
望
」と
い
へ
ば
、「
こ
れ
、
さ
ん
よ
、
す
み
切
っ
た
水
を
あ
げ
ろ
」。
角
切
っ
た
は
三
角
。

　
三
角
が
連
な
っ
た
鱗
紋
の
着
物
を
着
て
、
三
角
の
焼
き
握
り
を
食
べ
て
い
た
主
人
は
、
妻
（
名
前
が
さ
ん
）に
、
澄

み
き
っ
た（
角す

み

切
っ
た
）水
を
あ
げ
る
よ
う
命
じ
、
角
を
切
る
と
三
角
に
な
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

　
町
の
張
り
紙
も
文
字
に
接
す
る
機
会
で
あ
っ
た
。

　「
大
屋
」（「
こ
こ
ろ
の
春
さ
め
咄
」一
七
七
九［
安
永
八
］年
）は
、「
貸
し
店た

な

」の
張
り
紙
を
、
た
び
た
び
子
供
に
は
が
さ
れ
る
大

家
の
話
で
あ
る
。

　
貸
店
の
札
を
、
子
供
が
い
た
づ
ら
に
へ
が
す
。
た
び
〳
〵
に
お
よ
べ
ば
、
大
屋
ど
の
、
あ
ん
じ
を
つ
け
て
、

厚
板
に「
か
し
店
」と
書
き
つ
け
て
、
五
寸
釘
に
て
、
じ
ゃ
う
ぶ
に
打
ち
つ
け
、「
こ
れ
で
は
、
四
、五
年
も
こ

ら
へ
る
」
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　「
江
戸
鑑
」（「
吟
咄
川
」一
七
七
三［
安
永
二
］年
）は
、
自
身
番（
市
中
の
自
警
制
度
）の
下
役
人
が
本
屋
に『
江
戸
鑑
』（
市
制

一
覧
）を
借
り
に
行
く
話
で
あ
る
。

　「
コ
レ
八
右
衛
門
、
こ
ん
た
は
ち
ょ
と
、
向
ふ
の
本
屋
へ
行
っ
て『
江
戸
鑑
を
、
ち
ょ
と
、
お
貸
し
な
す
っ

て
く
だ
さ
へ
』と
言
っ
て
、
借
り
て
き
て
く
だ
さ
へ
」、「
ア
イ
」と
向
ふ
の
本
屋
へ
行
っ
て
、「
申
シ
ヘ
、
自
身

番
か
ら
参
り
や
し
た
が
、
ど
う
ぞ
江
戸
鑑
を
貸
し
て
お
く
ん
な
さ
ん
や
し
」、「
ハ
ア
、
江
戸
鑑
は
な
か
っ
た
わ

へ
。
ま
た
自
身
番
で
江
戸
鑑
を
な
ん
に
す
る
や
ら
」、「
大
方
、
ひ
げ
で
も
抜
く
の
で
ご
ざ
ん
し
ゃ
う
」

　
本
屋
で『
江
戸
鑑
』の
用
途
を
聞
か
れ
て
、「
鏡
」だ
か
ら
髭
抜
き
に
使
う
の
で
は
、
と
答
え
て
い
る
。
本
屋
・
貸
本

屋
な
ど
も
文
字
文
化
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

町
人
の
リ
テ
ラ
シ
ー

　
江
戸
の
さ
ま
ざ
ま
な
町
人
た
ち
の
リ
テ
ラ
シ
ー
も
見
て
お
き
た
い
。

　「
書
判
」（「
噺
稚
獅
子
」一
七
七
四［
安
永
三
］年
）は
、
古
道
具
屋
の
話
で
あ
る
。

　
無
筆
の
古
道
具
屋
、
女
房
に
帳
面
を
つ
け
さ
せ
ま
す
。
あ
る
と
き
、
唐
絵
の
皿
を
買
ひ
ま
し
た
。「
こ
の
箱
の
蓋

へ
大
文
字
に
書
き
付
け
し
や
れ
」と
い
ふ
。
女
房
、
書
き
ま
し
た
。
大
文
字
に
書
い
た
ゆ
へ
、
皿
と
い
ふ
字
が
あ
ま

り
、
脇
へ
皿
と
い
ふ
字
を
書
き
、
亭
主
に
見
せ
け
れ
ば
、「
ヲ
ヲ
よ
く
出
来
た
が
、
書
き
判
は
い
ら
ぬ
も
の
だ
」

　
古
道
具
屋
の
主
人
は
字
が
書
け
な
い
た
め
に
、
い
つ
も
女
房
に
帳
面
を
付
け
さ
せ
て
い
た
。
あ
る
と
き
中
国
製
の
皿

を
買
い
、
箱
の
蓋
に
大
き
い
字
で
皿
の
銘
を
書
く
よ
う
に
指
示
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
女
房
は
大
き
く
書
き
す
ぎ
、
最
後

　
困
っ
た
大
家
は
、
厚
板
に
書
い
て
五
寸
釘
で
打
ち
つ
け「
四
、五
年
も
つ
」と
安
堵
す
る
。

　
ま
た
、
文
字
を
テ
ー
マ
に
し
た
会
話
も
あ
る
。

　
小
咄「
文
字
」（「
聞
上
手
二
篇
」一
七
七
三［
安
永
二
］年
）で
は
、「
金
」と
い
う
字
の
草
書
と
楷
書
の
違
い
を
話
題
に
し
て
い
る
。

　
「
金か

ね

と
い
ふ
字
は
、
よ
く
こ
し
ら
へ
た
も
ん
だ
。
人
の
主ぬ

し

と
書
き
ま
す
。
な
る
ほ
ど
金
は
人
の
主
に
ち
が
い

は
な
い
」と
い
へ
ば
、
側
の
人
が「
そ
れ
で
も
真し

ん

で
は
人
の
ぬ
し
と
は
か
か
ぬ
ぞ
や
」、「
は
て
さ
て
、
死
ん
で

は（
真
で
は
）い
ら
ぬ
も
の
じ
ゃ
」

　
す
な
わ
ち
、
草
書
で
は「
人
の
主
」と
書
く
が
、「
真
」（
楷
書
）で
は
そ
う
は
書
か
な
い
と
言
う
と
、
死
ん
で
は
金

は
い
ら
な
い
と
応
ず
る
。
字
の
形
、
く
ず
し
な
ど
の
知
識
が
前
提
と
な
っ
た
話
で
あ
る
。

　
同
じ
く
、「
柱
と
い
ふ
字
」（「
吟い
ま

咄て
せ

川が
わ

」一
七
七
三［
安
永
二
］年
）は
、「
柱
」の
字
を
空
中
に
書
き
な
が
ら
の
会
話
で
あ
る
。

　「
コ
レ
、
柱
と
い
ふ
字
は
、
ど
う
書
く
」、「
ウ
ン
、
ア
ノ
柱
と
い
ふ
字
は
、
木
へ
ん
を
し
て
、
主ぬ

し

と
い
ふ
よ
」

と
、
宙
へ
書
い
て
見
せ
る
。「
コ
レ
て
め
へ
、
畳
の
上
へ
で
も
書
い
て
な
ら
、
そ
う
あ
と
で
消
し
て
し
ま
ふ
が

よ
い
に
、
宙
へ
書
い
て
、
ま
た
あ
と
で
消
す
こ
と
が
あ
る
も
の
か
。
ば
か
〳
〵
し
い
」、「
イ
ン
ニ
ヤ
、
消
し

て
お
く
が
よ
い
」、「
ナ
ゼ
」、「
人
が
つ
き
あ
た
る
」

　
柱
と
い
う
字
を
空
中
に
書
い
て
教
え
た
あ
と
消
す
動
作
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
畳
の
上
に
書
い
た
な
ら
ば

消
す
だ
ろ
う
が
、
空
中
な
ら
ば
そ
の
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
相
手
に
、
人
が
当
た
る
と
い
け
な
い
と
答
え
る
。

日
常
的
に
字
を
尋
ね
教
え
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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の
皿
の
字
を
脇
に
書
い
た
。
こ
れ
を
見
た
主
人
は
花
押
と
間
違
え
不
要
と
言
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
古
道
具
屋
の
主

人
ら
し
い
間
違
い
で
あ
る
が
、
日
頃
女
房
が
帳
簿
を
付
け
て
い
た
こ
と
、
箱
書
き
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　「
お
つ
け
」（「
笑
談
聞
童
子
」一
七
七
五［
安
永
四
］年
）は
、
鳶
職
人（
あ
る
い
は
火
消
か
）が
、
飯
屋
の
台
所
に
張
っ
て
あ
る

献
立
書
を
見
て
、
な
ん
と
い
う
字
か
と
尋
ね
る
。

　
鳶
の
者
、
御
だ
い
所
へ
あ
が
り
、
張
り
て
あ
る
献
立
を
よ
ん
で
見
る
。「
も
し
へ
、
此
字
は
何
と
い
ふ
字
だ

へ
」、「
ヲ
ヽ
、
そ
れ
は
し
る
と
い
ふ
字
さ
」、「
ハ
ヽ
ア
ど
ふ
り
で
、
お
つ
け
の
け
の
字
が
あ
る
」

　
尋
ね
ら
れ
た
相
方
が「
汁
」と
答
え
る
と
、
鳶
職
人
は
、
な
る
ほ
ど「
お
つ
け（
味
噌
汁
）」の「
け
」の
字
が
あ
る
と

納
得
す
る
の
で
あ
る
。
庶
民
の
食
事
処
に
メ
ニ
ュ
ー
が
張
っ
て
あ
り
、
字
の
読
め
な
い
者
も
仮
名
の「
け
」は
知
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
自
然
体
で
尋
ね
教
え
ら
れ
る
環
境
も
知
ら
れ
る
。

遊
女
・
芸
者
の
リ
テ
ラ
シ
ー

　
社
会
の
周
辺
に
生
き
て
い
た
遊
女
・
芸
者
た
ち
の
話
も
あ
る
。

　「
傾
城
の
学
問
」（「
萬
の
宝
」一
七
八
〇［
安
永
九
］年
）は
、
そ
の
な
か
で
も
、
比
較
的
身
分
の
高
い
遊
女
の
話
で
あ
る
。
学

問
熱
心
な
傾け

い

城せ
い（

高
級
遊
女
）が
本
を
読
ん
で
い
る
と
、
禿か

む
ろ（

遊
女
見
習
い
の
幼
女
）が
何
の
た
め
に
学
問
を
す
る
の

か
尋
ね
る
。

　
傾
城
に
学
問
を
好
み
た
る
あ
る
。
つ
ね
に
唐
机
な
ど
か
ま
へ
、
孔
雀
の
尾
を
卓

し
よ
く

下し
た

に
立
て
、
南な

ん

京き
ん

の
肉に

く

入い
れ

な
ど
、
ぎ
ゃ
う
さ
ん
に
飾
り
た
て
、
い
ろ
〳
〵
の
書
物
を
読
み
け
る
と
こ
ろ
に
、
あ
る
と
き
、
か
の
女
郎
の

禿か
ぶ
ろ

申
し
け
る
は
、「
な
ん
の
た
め
に
学
問
と
や
ら
を
し
な
ん
す
」と
聞
く
。
女
郎「
学
問
は
天
地
の
こ
と
を
知
り
、

く
も
り
た
る
月
は
晴
れ
、
ふ
さ
ぎ
た
る
胸
も
開
く
」と
物
語
る
。
か
の
禿
、
し
ば
ら
く
し
て
、
廊
下
よ
り
い
そ

ぎ
来
り
、「
お
い
ら
ん
の
さ
っ
き
の
学
問
を
く
ん
な
ん
し
」と
い
ふ
。「
ば
か
ら
し
い
。
学
問
を
な
に
に
す
る
」、

「
客
衆
が
癪
が
越
り
ん
し
た
」

　
遊
女
は「
世
の
中
の
こ
と
が
わ
か
り
、胸
の
詰
ま
る
こ
と
が
な
く
な
る
か
ら
」と
答
え
る
。す
る
と
、の
ち
に
禿
が
や
っ

て
き
て
学
問
が
欲
し
い
と
い
う
。
理
由
は
、
客
が
癪
に
な
っ
た
か
ら
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
遊
女
が
自
ら
の
部
屋
を

書
斎
と
し
、
多
く
の
本
を
読
む
意
味
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　「
紙
」（「
御
伽
草
」一
七
七
三［
安
永
二
］年
）は
、
夜
、
二
人
の
芸
者
が
仕
事
を
終
え
て
の
帰
り
道
、
一
人
が
便
意
を
も
よ
お

し
た
が
紙
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

五渡亭国貞『浮世名異女図会 』より「江戸町
芸者」（江戸後期、国立国会図書館蔵）

水戸の本屋「須原屋安次郎」が出版していた
教科書（水戸市立博物館蔵）
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芸
者
、
ざ
し
き
を
仕
廻
て
帰
り
に
、「
私
は
い
っ
そ
大こ

う
か便（

後
架
）に
行
き
た
い
。
ハ
ア
、
紙
が
な
い
。
そ

の
け
い
こ
本
の
口（
最
初
）一
枚
、
こ
こ
は
白
紙
じ
ゃ
か
ら
、
こ
れ
で
、
こ
れ
で
」と
、
ふ
き
帰
り
、
明あ

く
る
ひ日

、

ま
た
、二
人
づ
れ
で
そ
こ
を
通
り
、「
ゆ
ふ
べ
、お
ま
へ
が
お
こ
ま
り
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
は
、こ
こ
ら
で
あ
っ
た
」

と
い
ふ
。
み
れ
ば
、
か
の
紙
に
、
こ
の
主
ぎ
ん
。

　
ち
ょ
う
ど
稽
古
本
を
持
っ
て
い
て
そ
の
最
初
の
頁
が
白
紙
で
あ
る
の
で
こ
れ
で
す
ま
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
翌
日
そ

の
道
を
通
る
と
相
方
の
芸
者
が
、
あ
な
た
が
夕
べ
困
っ
た
の
は
こ
こ
で
し
た
ね
と
言
っ
た
。
見
る
と
、
昨
夜
の
紙
に
、

こ
の
持
ち
主
は
ぎ
ん
と
、
自
分
の
名
前
が
書
い
て
あ
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
芸
者
が
稽
古
本
を
使
っ
て
お
り
、
紛

れ
な
い
よ
う
に
、
実
は
最
初
の
頁
に
自
分
の
名
前
を
書
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

手
帳
と
手
紙

　
「
手
帳
」（
「
今
歳
花
時
」
一
七
七
三
［
安
永
二
］
年
）は
、
行
倒
れ
人
が
手
帳
を
持
っ
て
お
り
、
い
ろ
い
ろ
な
場
所
で
行
倒
れ
た

時
の
扱
い
が
記
録
さ
れ
て
い
た
話
で
あ
る
。

　
宿
な
し
の
行
倒
れ
、
色
々
に
し
て
見
て
も
立
っ
て
行
か
ぬ
。
大
屋
衆
立
合
ひ
、
か
れ
こ
れ
い
ふ
内
、
ふ
と

こ
ろ
を
見
た
れ
ば
、行
倒
れ
覚
帳
と
い
ふ
書
付
、引
き
出
し
て
見
た
れ
ば
、「
何
丁
そ
ば
五
ツ
。
何
丁
飯
三
ぜ
ん
、

何
丁
灸
ば
か
り
」

　
都
市
下
層
民
と
思
わ
れ
る
行
倒
れ
人
が
、
自
ら
手
帳
に
記
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　「
手
紙
」（「
高
笑
ひ
」一
七
七
四［
安
永
五
］年
）に
は
、
書
状
に
関
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
が
描
か
れ
る
。
天
か
ら
落
ち
て
腰
を
痛

め
た
雷
様
が
、
心
配
し
た
住
民
に「
天
に
戻
れ
な
い
の
で
、
住
民
に
手
紙
を
書
い
て
迎
え
を
呼
ん
で
ほ
し
い
」と
頼
む
。

　
雷
落
ち
て
腰
が
抜
け
る
。
近
所
の
寄
り
合
ひ「
ど
ふ
な
さ
れ
た
」と
問
へ
ば
、「
怪
我
を
し
て
、
こ
の
分
に
て

は
、
天
上
登
ら
れ
ず
、
何
と
ぞ
迎
ひ
を
呼
び
に
手
紙
を
遣
り
た
い
。
書
い
て
く
だ
さ
れ
」と
い
ふ
故
、「
何
と

書
き
ま
す
」、「
一
筆
啓
上
申
し
候
」、「
そ
の
つ
ぎ
は
な
」、「
ひ
か
ら
ば
」

　
住
民
に
、
な
ん
と
書
く
か
と
問
わ
れ
た
雷
様
は「
一
筆
啓
上
申
し
候
」の
定
型
の
書
き
出
し
に
続
け
て
、
本
来
は

「
然し

か

ら
ば
」と
続
く
と
こ
ろ
を
、
雷
な
の
で「
ひ
か
ら
ば
」と
言
っ
た
と
い
う
落
ち
で
あ
る
。
庶
民
が
書
状
の
定
型
句
を

知
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
の
話
で
あ
る
。

算
術
の
リ
テ
ラ
シ
ー

　
最
後
に
、
数
学
に
関
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
見
た
い
。
一
六
二
七（
寛
永
四
）年
に
刊
行
さ
れ
、
江
戸
時
代
を

通
じ
て
広
く
普
及
し
た
算
術
入
門
書
の
吉
田
光
由
『
塵
劫
記
』に
は
、「
二
割
引
き
、
う
ち
は
八
に
て
か
く
る
さ
ん
」、 

「
二
割
ま
し
、
そ
と
は
十
二
を
か
け
て
よ
し
」と
、
二
割
引
き
、
二
割
増
し
の
計
算
方
法
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
前
提

と
し
て
、
乗
除
の
原
理
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
同
じ
く「
ね
ず
み
算
」の
項
目
に
は
、
次
の
よ
う
な
超
難
問
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
正
月
に
ね
ず
み
い
で
ゝ
子
を
十
二
ひ
き
う
む
、
お
や
共
に
十
四
ひ
き
に
成
也
、
此
ね
ず
み
二
月
に
は
子
も

又
子
を
十
二
ひ
き
づ
ゝ
う
む
ゆ
へ
に
、
お
や
と
も
に
九
十
八
ひ
き
に
成
、
か
く
の
ご
と
く
月
に
一
度
づ
ゝ
お

や
も
子
も
孫
も
ひ
こ
も
月
々
に
十
二
ひ
き
づ
ゝ
う
む
時
、
十
二
月
の
間
に
な
に
ほ
ど
に
な
る
ぞ
と
い
ふ
。
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こ
れ
を
、
数
式
で
示
す
と
、
一
月
は
、
ね
ず
み
一
組
が
一
二
匹
生
む
の
で
子
と
親
で
一
四
匹
、
二
月
は
一
四
匹
が

七
組
の
ペ
ア
と
な
り
八
四
匹
を
生
む
の
で
、
こ
れ
に
親
一
四
匹
を
加
え
合
計
九
八
匹
。
以
下
、
こ
れ
を
繰
り
返
し
、

一
二
月
に
は「
二
百
七
十
六
億
八
千
二
百
五
十
七
万
四
千
四
百
二
疋
に
成
也
」と
答
え
が
示
さ
れ
る
。
当
時
は
電
卓
や

パ
ソ
コ
ン
は
な
く
、
算
盤
と
算
木
（
計
算
用
具
）の
み
で
解
い
た
。
使
う
数
字
は
も
ち
ろ
ん
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
は
な
く
、

漢
数
字
で
あ
る
。

笑
い
を
共
有
す
る
社
会

　
以
上
、
江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
、
広
く
社
会
に
普
及
し
た
小
咄
を
例
に
、
そ
の
内
容
か
ら
当
時
の
庶
民
が
、
年
齢

や
性
別
、
さ
ら
に
は
階
層
・
職
業
の
違
い
を
超
え
て
、
読
み
書
き
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
、
ま
た

そ
の
社
会
的
環
境
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
小
咄
が
、
笑
い
を
伴
う
こ
と
も
注
目
し
た
い
。
冒

頭
紹
介
し
た
来
日
外
国
人
が
驚
き
称
賛
し
た
近
世
日
本
の
長
期
の「
平
和
」と「
文
明
化
」は
、
こ
う
し
た「
笑
い
」を

共
有
す
る
社
会
に
よ
る
文
化
・
教
育
の
発
展
を
基
礎
に
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

『
日
本
小
咄
集
成
』上
巻
、
中
巻
、
下
巻
、
浜
田
義
一
郎
・
武
藤
碩
夫
編
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年

『
江
戸
小
咄
集
１
』『
江
戸
小
咄
集
２
』宮
尾
し
げ
を
編
注
、
東
洋
文
庫
、
一
九
七
一
年

『
江
戸
小
咄
』（
一
九
七
三
年
）、『
江
戸
小
咄（
続
）』（
一
九
七
六
年
）興
津
要
編
、
講
談
社

『
新
編
塵
劫
記
』吉
田
光
由
著
、
寛
文
九（
一
六
六
九
）年
刊
、
中
井
家
蔵

註１ 『
匏
庵
遺
稿
１
』
日
本
史
籍
協
会
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年

２ 

大
石
学『
江
戸
の
教
育
力
』
東
京
学
芸
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
、
同『
新
し
い
江
戸
時
代
が
見
え
て
く
る
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年

小
咄
出
典
一
覧

１ 『
江
戸
小
咄
集
１
』 

一
三
五
頁

２ 『
江
戸
小
咄（
続
）』 

八
七
頁

３ 『
江
戸
小
咄
集
２
』 

三
〇
頁

４ 『
日
本
小
咄
集
成
』 

上
巻
、二
九
六
頁

５ 『
江
戸
小
咄
集
２
』 

三
五
頁

６ 『
江
戸
小
咄（
続
）』 

二
七
六
頁

７ 『
江
戸
小
咄
集
２
』 

一
〇
〇
頁

８ 『
江
戸
小
咄
集
２
』 

一
二
八
頁

９ 『
江
戸
小
咄
集
２
』 

二
八
頁

10 『
日
本
小
咄
集
成
』 

上
巻
、二
六
三
頁

11 『
江
戸
小
咄
』 

三
五
五
頁

12 『
日
本
小
咄
集
成
』 

下
巻
、一
〇
六
頁

13 『
江
戸
小
咄
』 

一
七
六
頁

14 『
日
本
小
咄
集
成
』 

中
巻
、二
五
六
頁

15 『
日
本
小
咄
集
成
』 

中
巻
、二
五
八
頁

16 『
江
戸
小
咄（
続
）』 

九
六
頁

17 『
江
戸
小
咄
集
２
』 

三
七
頁

18 『
日
本
小
咄
集
成
』 

下
巻
、一
一
七
頁

19 『
江
戸
小
咄
』 

二
一
六
頁

20 『
江
戸
小
咄
』 

二
四
九
頁

21 『
江
戸
小
咄（
続
）』 一
三
九
頁

22 『
新
編
塵
劫
記
』

吉田光由著『塵劫記』の類書『新編塵劫記』（1669 年刊、中井家蔵）より「ねずみ
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