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江
戸
時
代
の
庶
民
の
教
育
と
い

え
ば
寺
小
屋
で
す
が
、
残
念
な
が

ら
天
沼
村
に
は
な
か
っ
た
そ
う
で

す
（
荻
窪
駅
の
南
口
付
近
に
は
稲

葉
堂
と
い
う
寺
小
屋
が
あ
り
ま
し

た
）。
で
す
か
ら
、
天
沼
で
の
学

校
教
育
の
始
ま
り
は
、
日
大
二
高

通
り
の
交
番
を
北
に
進
ん
だ
と
こ

ろ
に
あ
る
蓮
華
寺
に
な
り
ま
す
。

大
正
６
年
６
月
１
日
の
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
20
畳
程
の
一
部
屋
を
お

借
り
し
て
桃
野
尋
常
高
等
小
学
校

（
現
在
の
杉
一
小
）
の
分
教
場
と

し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
現
在
八
町

会
の
会
長
で
、
天
沼
陸
橋
の
近
く

に
お
住
ま
い
の
藤
原
嘉
民
さ
ん
の

お
父
さ
ん
、
藤
原
一
嘉
さ
ん
が
初

の
先
生
で
、
１
年
生
、
２
年
生
の

児
童
18
人
の
教
育
に
あ
た
り
ま
し

た
。
学
科
は
修
身
、
読
書
、
習
字
、

算
術
の
四
科
目
で
、
黒
板
を
半
分

ず
つ
使
い
、
半
時
間
ず
つ
教
え
て

い
た
そ
う
で
す
。
司
馬
遼
太
郎
著

の
『
坂
の
上
の
雲
』
に
も
、
教
育

は
「
読
み
、
書
き
、
そ
ろ
ば
ん
、

人
の
道
」
と
あ
り
ま
す
。
や
は
り
、

こ
の
四
つ
が
教
育
の
基
本
で
す
ね
。

　

ま
た
、
明
治
の
実
業
家
、
日
本

資
本
主
義
の
父
と
言
わ
れ
る
渋
沢

栄
一
も
「
右
手
に
論
語
、
左
手
に

そ
ろ
ば
ん
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。 

や
は
り
「
人
の
道
」
が
大
事
で
す

ね
。

　

次
に
、
杉
並
第
五
小
学
校
が
大

正
15
年
４
月
１
日
に
開
校
し
、
教

員
８
名
児
童
311
名
で
始
ま
り
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
分
教
場
は
な
く

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
杉
五
小

の
開
校
記
念
日
は
、
分
教
場
の
始

ま
り
を
尊
び
６
月
１
日
と
し
ま
し

た
。
詳
し
く
は
「
新 

天
沼
杉
五

物
が
た
り
」
を
お
読
み
下
さ
い
。

杉
五
小
は
、
平
成
20
年
３
月
に
閉

校
し
て
若
杉
小
と
統
合
し
天
沼
小

学
校
に
な
り
、
81
年
の
歴
史
を
閉

じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

天
沼
小
学
校
は
、
平
成
20
年
４

月
に
開
校
し
、
初
め
て
の
一
年
生

74
人
が
入
学
、
21
年
３
月
に
は
天

小
一
期
生
58
人
が
巣
立
っ
て
い
き

ま
し
た
。
歴
史
は
こ
れ
か
ら
作
ら

れ
ま
す
。

　

大
正
15
年
10
月
に
、
天
沼
で
も

う
一
つ
の
大
き
な
存
在
で
あ
る
、

通
称
、
現
在
の
日
大
二
高
（
正
式

に
は
日
本
大
学
第
二
学
園
）
が
創

立
し
ま
し
た
。
木
造
二
階
建
て
で

９
学
級
、
540
名
の
始
ま
り
だ
っ
た

そ
う
で
す
。
本
年
で
83
年
に
な
り

ま
す
。

　

当
時
の
日
本
大
学
学
長 

山
岡

萬
之
助
法
学
博
士
が
ド
イ
ツ
留
学

中
に
得
た
「
中
等
教
育
が
人
格
陶

冶
（
ト
ウ
ヤ
：
才
能
や
性
格
な

ど
を
練
り
鍛
え
て
養
成
す
る
こ

と
。）
に
重
大
な
る
関
わ
り
を
持

っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
中

学
校
（
現
在
の
一
高
、
一
中
）
を

大
正
２
年
に
本
所
（
現
在
の
墨
田

区
両
国
）
に
作
り
、
次
に
、
第
二

中
学
校
（
現
在
の
二
高
、
二
中
）

の
創
設
を
山
野
井
亀
五
郎
氏
に
託

さ
れ
ま
し
た
。
山
野
井
亀
五
郎
氏

は
、
各
地
を
探
さ
れ
た
そ
う
で
す

が
、
最
終
的
に
「
西
に
毅
然
た
る

富
士
を
仰
ぎ
、
南
に
杉
並
の
森
を

眺
め
る
こ
の
天
沼
を
理
想
的
教
育

地
」
と
定
め
た
そ
う
で
す
。〈
余

談
で
す
が
、日
本
大
学
の
建
学（
明

治
22
年
）
の
精
神
は
、「
欧
米
心

酔
の
時
代
、
日
本
の
姿
を
忘
却
せ

ず
、日
本
文
化
に
裨
益（
ヒ
エ
キ
：

お
ぎ
な
い
役
立
つ
こ
と
）
し
、
教

導
す
る
。
を
も
っ
て
建
学
の
本
旨

と
す
る
。」
と
、
あ
り
ま
す
。
す

ば
ら
し
い
で
す
ね
。
今
も
っ
て
同

じ
精
神
は
必
要
と
感
じ
ま
す
し
、

日
本
と
欧
米
両
方
を
学
ぶ
と
も
っ

と
良
い
と
思
い
ま
す
。〉

　

し
か
し
、
理
想
的
教
育
地
と
い

っ
て
も
、
今
と
は
大
き
く
違
っ

て
、
学
校
の
回
り
は
畑
や
雑
木
林

や
竹
や
ぶ
に
囲
ま
れ
、
東
は
中
野

の
ほ
う
ま
で
、
頭
も
隠
れ
て
し
ま

う
よ
う
な
カ
ヤ
や
雑
草
の
ハ
ラ
ッ

パ
が
続
い
て
い
て
、
今
は
バ
ス
通

り
に
な
っ
て
い
る
日
大
二
高
通
り

も
狭
い
道
で
し
た
。
こ
の
た
め
、

学
校
を
創
っ
て
も
学
校
を
知
っ
て

い
る
人
が
い
な
い
、
そ
れ
で
、
山

野
井
先
生
自
身
が
ト
ラ
ッ
ク
に
乗

っ
て
、
四
谷
、
牛
込
、
小
石
川
、

渋
谷
か
ら
吉
祥
寺
、
国
分
寺
、
立

川
、
八
王
子
、
三
多
摩
等
の
各
地

　
　

天
沼
今
昔
物
語
（
第
六
話
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
沼
の
教
育
施
設

山野井亀五郎先生の銅像
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に
ビ
ラ
貼
り
や
、
看
板
を
立
て
に

出
か
け
、
宣
伝
し
て
回
っ
た
そ
う

で
す
。
今
と
は
大
違
い
で
す
ね
。

現
在
の
鉄
筋
４
階
建
て
エ
ア
コ
ン

完
備
で
在
校
生
約
2000
人
の
姿
は
、

す
ば
ら
し
い
先
生
達
の
積
み
重
ね

で
す
。

　

開
校
前
の
二
高
の
敷
地
に
つ
い

て
で
す
が
、
西
側
は
畑
や
雑
木
林

で
、
東
側
は
、
陸
軍
中
野
電
信
隊

の
演
習
地
で
、
そ
の
南
側
は
乃
木

将
軍
ゆ
か
り
の
物
な
ど
を
集
め
て

顕
彰
公
園
の
計
画
が
あ
っ
た
草
む

ら
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
計

画
が
中
止
さ
れ
た
あ
と
、
当
時
の

杉
並
町
長
陸
軍
少
将
岩
崎
初
太
郎

氏
や
地
域
の
方
々
の
理
解
、
協
力

を
得
て
、
校
舎
と
運
動
場
敷
地
を

獲
得
し
開
校
の
運
び
と
な
っ
た
そ

う
で
す
。
や
は
り
、
人
と
人
の
繫

が
り
が
大
事
な
ん
で
す
ね
。

　

中
学
校
の
校
舎
と
校
庭
の
ほ

か
に
大
学
の
た
め
の
本
格
的
な

陸
上
競
技
場
と
野
球
場
が
整
備
さ

れ
、
日
本
大
学
陸
上
部
の
合
宿
所

も
あ
り
ま
し
た
。
開
校
し
た
当
時

に
は
、
土
曜
、
日
曜
に
な
る
と
東

鉄
（
東
京
鉄
道
管
理
局
）
な
ど

の
ノ
ン
プ
ロ
チ
ー
ム
が
こ
の
球
場

を
使
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
こ

の
た
め
、
天
沼
で
は
野
球
熱
が
高

ま
り
、
昭
和
２
年
、
開
校
早
々

に
杉
五
小
が
全
国
大
会
で
優
勝
す

る
き
っ
か
け
を
作
る
こ
と
に
も
な

っ
た
よ
う
で
す
。
戦
後
も
熊
谷
組

が
練
習
に
来
て
い
ま
し
て
、
娯
楽

が
な
い
、
物
が
な
い
時
代
で
し
た

の
で
、
近
隣
の
子
供
た
ち
は
そ
の

練
習
を
一
生
懸
命
見
る
の
と
併
せ

て
、
折
れ
た
バ
ッ
ト
を
探
し
て
は

釘
で
つ
な
い
で
遊
ん
だ
り
も
し
て

い
ま
し
た
。

　

第
二
学
園
の
80
余
年
の
歴
史
の

間
に
は
色
々
な
出
来
事
が
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
の
中
で
も
、
太
平

洋
戦
争
勃
発
直
後
に
、
中
島
飛
行

機
製
作
所
を
は
じ
め
多
摩
地
区
の

軍
需
工
場
へ
の
輸
送
動
脈
と
し
て

天
沼
陸
橋
の
建
設
が
始
ま
り
ま
し

た
。
こ
の
時
に
日
大
二
中
の
生
徒

ら
も
動
員
学
徒
と
一
緒
に
モ
ッ
コ

担
ぎ
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
残
念
な
こ
と
で
す
が
、
戦

後
ま
も
な
い
昭
和
23
年
〜
昭
和
24

年
に
三
度
の
火
災
に
あ
っ
た
り
も

し
て
い
ま
す
。
平
々
凡
々
な
80
余

年
で
は
な
く
、
幾
多
の
困
難
を
乗

り
越
え
て
学
園
発
展
の
道
を
歩
ん

で
き
た
の
で
す
。
ま
た
、
地
域
と

の
協
調
、
融
和
に
も
連
綿
と
し
て

努
め
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
昭
和

２
年
に
鶴
見
小
が
杉
五
小
と
の
野

球
の
試
合
を
行
う
た
め
に
は
る
ば

る
遠
征
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の

会
場
と
し
て
グ
ラ
ン
ド
を
提
供
し

た
り
、
昭
和
25
年
頃
に
は
、
杉
五

小
の
学
芸
会
に
講
堂
を
提
供
し
た

り
、
今
で
も
、
地
域
の
消
防
団
に

ポ
ン
プ
操
法
訓
練
の
場
を
提
供
し

た
り
も
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
平
成
の
御
世
に
な

り
、
21
世
紀
に
向
け
新
た
な
時
代

に
対
応
す
る
た
め
、
昭
和
29
年
か

ら
二
代
目
理
事
長
の
職
を
担
っ
て

い
た
山
野
井
和
雄
氏
は
、
と
り
わ

け
少
子
化
の
問
題
を
大
き
な
課
題

と
捉
え
、
中
学
・
高
校
一
貫
教
育

は
保
ち
つ
つ
、
新
た
に
男
女
別
学

か
ら
男
女
共
学
へ
の
移
行
（
杉
五

小
で
も
昭
和
22
年
ま
で
は
、
制
度

的
に
は
男
女
別
学
で
し
た
）
と
そ

の
た
め
の
諸
施
設
、
組
織
の
再
構

築
を
掲
げ
、
平
成
10
年
に
正
門
、

本
館
、
校
舎
、
外
回
り
等
を
整
備

し
、
信
頼
敬
愛
、
自
主
協
同
、
熟

誠
努
力
の
校
訓
を
基
に
、
幾
多
の

災
い
あ
ろ
う
と
も
そ
れ
ら
を
乗
り

越
え
、
更
な
る
飛
躍
を
求
め
学

園
関
係
者
一
同
が
一
丸
と
な
っ
て

日
々
努
力
を
重
ね
今
日
に
至
っ
て

い
ま
す
。

　

さ
て
、
杉
五
小
、
日
大
二
高
と

同
じ
時
期
、
昭
和
２
年
12
月
22
日

に
日
大
幼
稚
園
も
日
本
大
学
唯
一

の
付
属
幼
稚
園
と
し
て
開
園
し
て

い
ま
す
。
当
初
は
１
学
級
19
名
で

始
ま
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
３
年

保
育
で
各
３
ク
ラ
ス
190
人
、
7000
余

名
の
卒
園
生
を
社
会
に
送
り
出
し

て
い
ま
す
。
ま
た
ま
た
余
談
で
す

が
、
私
は
杉
九
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ

で
も
コ
ー
チ
を
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
コ
ー
チ
陣
の
中
で
、
日
大
幼

稚
園
か
ら
始
ま
っ
た
先
輩
後
輩
の

関
係
を
、
杉
五
小
、
天
中
と
続
け
、

杉
九
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ
で
再
度
そ

の
関
係
が
復
活
し
た
人
達
が
い
ま

す
。
始
ま
り
は
日
大
幼
稚
園
だ
っ

た
の
で
す
。
地
域
の
繋
が
り
と
は

面
白
い
も
の
で
す
ね
。

　

ま
た
、
戦
後
、
お
母
さ
ん
た
ち

の
発
案
で
お
母
さ
ん
た
ち
が
幼
稚

園
児
た
ち
に
給
食
を
作
り
始
め
ま

し
た
。
現
在
で
は
、
専
任
の
栄
養

士
と
調
理
ス
タ
ッ
フ
に
よ
り
幼
児

向
け
に
工
夫
さ
れ
、ま
た
、近
く
の
、

豆
腐
屋
さ
ん
、
魚
屋
さ
ん
か
ら
も

食
材
を
仕
入
れ
た
り
し
て
、
給
食

が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
幼
稚
園
自

体
で
給
食
を
作
っ
て
い
る
こ
と
は

杉
並
区
で
も
珍
し
い
そ
う
で
す
。

　

そ
し
て
、
秋
に
な
り
ま
す
と
、

お
兄
さ
ん
、
お
姉
さ
ん
園
児
た
ち

が
、
弟
、
妹
園
児
た
ち
の
手
を
引
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い
て
、
熊
野
神
社
に
ど
ん
ぐ
り
拾

い
に
や
っ
て
き
ま
す
。
ど
ん
ぐ
り

を
捜
し
て
い
る
喜
々
と
し
た
園
児

た
ち
の
姿
に
パ
ワ
ー
を
感
じ
、
ま

た
、
パ
ワ
ー
も
貰
い
、
ま
た
、
幼

稚
園
の
教
育
が
充
実
し
て
い
る
こ

と
も
感
じ
ま
す
。
ま
さ
に
地
域
に

根
ざ
し
た
幼
稚
園
で
す
ね
。

　

最
後
に
、
今
回
こ
の
三
施
設
の

始
ま
り
が
ほ
ぼ
同
じ
時
期
と
い
う

事
を
始
め
て
気
づ
き
ま
し
た
。
こ

れ
は
偶
然
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
荻
窪
駅
が
明
治
24
年
に
で
き

て
37
年
、
東
京
駅
が
大
正
３
年

に
で
き
、
大
正
８
年
に
中
央
本
線

が
つ
な
が
り
都
心
と
の
繋
が
り
が

強
く
な
り
、
荻
窪
駅
が
地
域
の
物

資
の
集
積
、
移
動
の
た
め
で
は
な

く
、
人
の
移
動
の
た
め
の
駅
に
変

わ
り
つ
つ
あ
っ
た
時
期
、
ま
た
、

大
正
12
年
の
関
東
大
震
災
で
、
当

時
の
杉
並
町
1800
戸
で
、
全
壊
が
10

戸
、
死
者
行
方
不
明
者
０
、
火
災

無
し
と
い
う
、
安
全
な
地
域
、
ま

た
、
近
隣
の
方
の
話
で
、「
昭
和

10
年
頃
で
水
道
と
電
気
が
あ
る
の

は
中
央
沿
線
で
は
荻
窪
駅
ま
で
で

し
た
の
で
、
麹
町
か
ら
移
っ
て
き

ま
し
た
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
文

化
的
な
生
活
が
で
き
る
天
沼
と
い

う
場
所
を
選
ん
で
、
人
口
が
増
加

し
て
来
た
時
期
、
そ
し
て
、
東

京
都
市
土
地
区
画
事
業
が
大
正
11

年
か
ら
開
始
さ
れ
、
こ
こ
天
沼
で

は
昭
和
６
年
か
ら
こ
の
事
業
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
、
東

京
市
郊
外
が
姿
を
変
え
て
い
く
時

期
で
、
当
時
の
荻
窪
駅
周
辺
の

人
々
、
天
沼
の
人
々
が
「
変
化
に

対
応
し
て
い
こ
う
」
と
い
う
気
持

ち
を
強
く
持
っ
た
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。
更
に
重
ね
て
考
え
る
と
、

お
武
家
さ
ん
の
時
代
に
は
、
村
の

人
々
の
意
思
で
は
何
も
で
き
な
か

っ
た
の
が
、
明
治
、
大
正
と
過
ぎ

て
き
て
、
昭
和
に
な
り
「
自
分
た

ち
の
町
は
自
分
た
ち
で
創
っ
て
い

く
ん
だ
」
と
、
夢
を
実
現
し
始
め

た
頃
だ
っ
た
と
も
思
い
ま
す
。

  　

以
上
、
天
沼
の
教
育
施
設
に
つ

い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
天
沼
中
学
校
（
昭
和
22
年

５
月
２
日
開
校
）
に
つ
い
て
は
紙

面
の
都
合
で
次
回
以
降
を
お
楽
し

み
に
さ
れ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

誤
り
や
ご
指
導
が
あ
り
ま
し
た
ら

社
務
所
に
お
電
話
で
も
結
構
で
す

の
で
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
す
。

　

幼
稚
園
内
の
や
ま
す
べ
り

　

和
服
を
着
た
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

こ
の
園
児
た
ち
も
今
で
は
、
り
っ
ぱ
な
お
じ
い

ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　園舎より第二運動場をのぞむ
　昭和８年の天沼の様子が見えます。建物が少なく、
右手のほうは慈恩寺さんで、杉の木もまだ見えますし、
左手の煙突は、今は無い庚申湯というお風呂屋さんです。


