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江戸期の教育を現代に生かす

市 長 座 談 会

　

藩
校
、
郷
校
、
私
塾
、
寺
子
屋
な
ど
が

地
域
に
存
在
し
、
独
自
の
教
育
が
展
開
さ

れ
た
こ
と
で
、
高
い
教
育
水
準
が
保
た
れ

て
い
た
江
戸
時
代
の
日
本
。
地
方
文
化
の

形
成
や
発
展
、
明
治
以
後
の
日
本
の
近
代

化
に
も
貢
献
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
江
戸

時
代
の
教
育
を
現
代
に
生
か
そ
う
と
、
各

自
治
体
に
お
い
て
も
、
当
時
の
教
育
施
設

の
保
存
改
修
、
地
域
の
人
材
育
成
に
尽
力

し
た
先
人
の
顕
彰
な
ど
を
通
し
て
、
未
来

を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
育
成
、
市
民
の
生

涯
教
育
の
推
進
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り

組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
形
式
の
今
回
の
座
談
会
で

は
、
皆
川
・
鶴
岡
市
長
、
高
橋
・
水
戸
市
長
、

小
坂
・
恵
那
市
長
、
横
尾
・
多
久
市
長
に

ご
参
加
い
た
だ
き
、
各
地
域
に
根
付
い
て

い
る
教
育
の
歴
史
や
特
徴
、
人
づ
く
り
を

中
心
と
し
た
取
り
組
み
、
同
様
の
教
育
遺

産
を
持
つ
自
治
体
間
で
の
学
び
合
い
の
効

果
、
今
後
の
目
標
な
ど
に
つ
い
て
幅
広
く

お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
本
文
中
の
役
職
名
・
敬
称
は
一
部
省
略

し
て
い
ま
す
）
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江
戸
期
か
ら
受
け
継
が
れ
る
地
域
の
教
育
遺
産

大
谷　

明
治
に
入
っ
て
、
日
本
が
急
速
に
近
代
化
を
実

現
で
き
た
の
は
、
高
い
水
準
に
あ
っ
た
江
戸
期
の
教
育

が
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

で
は
、
各
地
域
に
息
づ
く
江
戸
期
の
教
育
の
伝
統
や
特

徴
、
そ
れ
を
生
か
し
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
話
し
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
川　

鶴
岡
市
は
四
季
折
々
の
豊
か
な
自
然
と
と
も

に
、
先
人
が
築
き
上
げ
た
歴
史
文
化
が
根
付
い
て
い
る

ま
ち
で
す
。
元げ
ん
な和
８（
１
６
２
２
）年
に
入
部
し
、
明
治

維
新
ま
で
鶴
岡
を
治
め
た
旧
庄
内
藩
主
酒
井
家
が
そ
の

礎
を
築
き
ま
し
た
。
令
和
４
年
に
酒
井
家
庄
内
入
部

４
０
０
年
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
今
年
か
ら
プ
レ
事
業

と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

こ
の
庄
内
藩
に
お
け
る
人
材
育
成
の
中
心
的
役
割
を
果

た
し
た
の
が
、
文
化
２（
１
８
０
５
）年
、
９
代
藩
主
酒

井
忠た
だ
あ
り徳

に
よ
り
創
設
さ
れ
た
藩
校「
致ち

ど
う
か
ん

道
館
」で
す
。
当

時
、
諸
藩
が
幕
府
の
方
針
に
従
い
、
朱
子
学
を
藩
学
と

し
て
い
た
中
で
、
庄
内
藩
は
荻お
ぎ
ゅ
う
そ
ら
い

生
徂
徠
が
提
唱
す
る
徂

徠
学
を
採
用
し
、
生
徒
の
個
性
に
応
じ
て
そ
の
才
能
を

伸
ば
す「
天
性
重
視
・
個
性
伸
長
」が
重
視
さ
れ
ま
し
た
。

現
代
に
通
じ
る
、
一
人
一
人
の
子
ど
も
た
ち
の
個
性
を

尊
重
す
る
教
育
が
既
に
２
０
０
年
以
上
前
か
ら
、
こ
の

鶴
岡
の
地
で
実
践
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
教
育
風
土
は
庄
内
藩
士
の
精
神
的
支
柱
と

な
り
、
明
治
以
降
の
当
地
域
の
産
業
振
興
に
も
影
響
を

与
え
ま
し
た
。
代
表
的
な
も
の
が
、
近
代
化
の
礎
と

な
っ
た
絹
産
業
で
す
。
戊ぼ
し
ん辰

戦
争
に
お
い
て
、
旧
幕
府

側
に
つ
き
新
政
府
軍
と
対
立
し
た
庄
内
藩
は
敗
れ
ま
し

た
が
、
恵
那
市
の
先
人
・
佐
藤
一い
っ
さ
い斎

の
教
え
に
影
響
を

受
け
た
西
郷
隆
盛
の
計
ら
い
で
、
寛
大
な
処
分
が
下
さ

れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
当
時
の
主
要
な
輸
出
品
目
で
あ
っ
た
生
糸

の
生
産
を
目
指
し
、
旧
藩
士
た
ち
は
刀
を
鍬く
わ

に
持
ち
替

え
、
開
墾
事
業
に
従
事
し
、
日
本
最
大
の
蚕
室
群
が
完

成
し
ま
し
た
。
今
で
は
養
蚕
か
ら
製
糸
・
製
織
・
精
練
・

染
色
ま
で
、
絹
織
物
の
一
貫
工
程
が
現
在
も
残
る
唯
一

の
地
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は「
サ
ム

ラ
イ
ゆ
か
り
の
シ
ル
ク　

日
本
近
代
化
の
原
風
景
に
出

会
う
ま
ち
鶴
岡
へ
」
と
し
て
、
平
成
29
年
に
日
本
遺
産

に
認
定
さ
れ
、
致
道
館
も
そ
の
構
成
文
化
財
の
一
つ
に

位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

高
橋　

水
戸
の
歴
史
を
象
徴
す
る
人
物
と
し
て
、
徳
川

光み
つ
く
に圀
、
い
わ
ゆ
る「
水
戸
黄
門
」を
思
い
浮
か
べ
る
方
は

多
い
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
、
光
圀
は
そ
の
後
の
水
戸

学
の
形
成
に
つ
な
が
る「
大
日
本
史
」の
編
さ
ん
を
始
め

た
名
君
で
す
が
、
光
圀
が
活
躍
し
た
の
は
１
６
０
０
年

代
で
す
。
今
ま
さ
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
青
天
を
衝

け
』
で
幕
末
期
の
水
戸
藩
の
動
向
が
詳
細
に
描
か
れ
て

い
ま
す
が
、
私
は
、
水
戸
の
歴
史
の
真
骨
頂
は
、
こ
の

幕
末
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
幕
末
に
９
代
藩
主
徳
川
斉な
り
あ
き昭
に
よ
っ
て
建
て
ら

れ
た
教
育
遺
産
が
、
今
で
も
市
内
に
残
っ
て
い
ま
す
。

藩
校「
弘こ
う
ど
う
か
ん

道
館
」と「
偕か

い
ら
く
え
ん

楽
園
」で
す
。
弘
道
館
は
学
問
・

修
練
の
場
で
あ
り
、
偕
楽
園
は
梅
林
に
囲
ま
れ
た
癒
や

し
の
場
。
一
見
す
る
と
対
照
的
な
よ
う
で
す
が
、
両
施

設
は
「
時
に
は
厳
格
に
、
時
に
は
寛
容
に
生
き
る
べ
き
」

と
い
う
斉
昭
の「
一い
っ
ち
ょ
う
い
っ
し

張
一
弛
」と
い
う
思
想
に
よ
り
、
一
対

の
施
設
と
し
て
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
分
か
り
や
す
く
言

藩校致道館の教育精神は、
鶴岡の教育の原点。
その伝統や教育風土は
時代を超えて
受け継がれています。

皆川　治
鶴岡市長（山形県）

藩校致道館にて論語の「素読」を体験する子どもたち（鶴岡市）
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え
ば
、
緩
急
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
こ
そ
、
人
は
成
長

し
、
ま
ち
は
発
展
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の

考
え
方
は
、
今
の
水
戸
市
の
ま
ち
づ
く
り
や
人
づ
く
り

に
も
し
っ
か
り
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
水
戸
市
は
、
本
市
同
様
に
近
世
の
教
育
遺
産

を
有
す
る
足
利
市（
足
利
学
校
）、
備
前
市（
閑し
ず
た
に谷
学
校
）、

日
田
市
（
咸か
ん
ぎ
え
ん

宜
園
）
と
協
議
会
を
組
織
し
、
世
界
遺
産
登

録
を
目
指
す
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
平
成
27
年
に
は

４
市
で
申
請
を
行
っ
た
「
近
世
日
本
の
教
育
遺
産
群

－

学
ぶ
心
・
礼
節
の
本
源

－

」の
ス
ト
ー
リ
ー
が
、
日
本

遺
産
の
第
１
号
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

小
坂　

恵
那
市
は
、
江
戸
時
代
末
期
の
儒
学
者
、
佐
藤

一
斎
の
出
身
地
で
す
。
一
斎
が
記
し
た「
言げ
ん

志し

四し

録ろ
く

」は
、

指
導
者
の
た
め
の
聖
書
と
も
呼
ば
れ
、
新
時
代
の
リ
ー

ダ
ー
た
ち
に
多
大
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
皆
川
市
長

が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
に
、
西
郷
隆
盛
も
こ
の
書
物

に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

言
志
四
録
は
１
１
３
３
条
に
及
ぶ
教
え
で
す
が
、
中

で
も
有
名
な
の
が
、「
少
に
し
て
学
べ
ば
則す
な
わ

ち
壮
に
し

て
為な

す
有
り
、
壮
に
し
て
学
べ
ば
則
ち
老
い
て
衰
え
ず
、

老
い
て
学
べ
ば
則
ち
死
し
て
朽
ち
ず
」
と
い
う
教
え
。

少
、
壮
、
老
と
、
生
涯
学
び
続
け
る
こ
と
の
大
切
さ
を

説
い
た「
三
学
の
精
神
」で
す
。

　

恵
那
市
で
は
、
前
市
長
時
代
の
平
成
22
年
に
こ
の
三

学
の
精
神
を
理
念
と
し
た
「
恵
那
市
三
学
の
ま
ち
推
進

計
画
」を
策
定
し
、
翌
年
に
は
生
涯
学
習
都
市「
三
学
の

ま
ち
恵
那
」
宣
言
を
行
い
ま
し
た
。
以
来
、
全
市
を
挙

げ
て
市
民
三
学
運
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
三
学
運
動
は
「
書
に
学
ぶ
」「
求
め
て
学
ぶ
」「
学

ん
で
活
か
す
」
の
三
つ
の
柱
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
書
に
学
ぶ
」
は
、
文
字
通
り
読
書
活
動
の
充
実
で
す
。

公
益
財
団
法
人「
伊
藤
青
少
年
育
成
奨
学
会
」か
ら
寄
贈

を
受
け
て
平
成
19
年
に
開
館
し
た
中
央
図
書
館
を
核

に
、
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
な
ど
の
取
り
組
み
を
進
め
な
が

ら
、
読
書
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「
求
め
て
学
ぶ
」
と
し
て
、
市
民
講
座
「
市
民
大
学
恵
那

三
学
塾
」
を
開
学
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
機
会

を
市
民
に
提
供
し
て
い
ま
す
。
同
時
に
、「
学
ん
で
活

か
す
」
機
会
を
つ
く
ろ
う
と
、
生
涯
学
習
と
ま
ち
づ
く

り
の
拠
点
施
設
と
し
て
、
旧
公
民
館
を「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
」
に
衣
替
え
す
る
な
ど
、
市
民
の
活
動
拠
点

を
整
備
し
て
き
ま
し
た
。

横
尾　

多
久
の
４
代
領
主
・
多
久
茂
文
は
、
元げ
ん
ろ
く禄
12

（
１
６
９
９
）年
、
後
に「
東と
う
げ
ん
し
ょ
う
し
ゃ

原
庠
舎
」と
呼
ば
れ
る
学
問

所
を
開
き
ま
し
た
。
特
徴
は
、
武
士
の
子
弟
の
み
な
ら

ず
、
学
ぶ
意
欲
や
志
あ
れ
ば
、
平
民
に
も
広
く
門
戸
を

開
い
た
画
期
的
な
教
育
機
関
で
す
。
さ
ら
に
、「
廟び
ょ
う

を

視
る
者
に
敬
い
の
心
が
湧
く
よ
う
に
」
と
の
志
を
立
て

た
茂
文
は
、
儒
学
の
祖
・
孔
子
を
祀ま
つ

る「
多
久
聖
廟
」も

宝
永
５（
１
７
０
８
）年
に
創
建
し
ま
し
た
。
国
内
に
現

存
す
る
中
で
も
、
と
て
も
瀟し
ょ
う
し
ゃ洒な
孔
子
廟
で
す
。
学
問

所
の
設
立
は
全
国
的
に
も
早
く
、
佐
賀
藩
校
「
弘
道
館
」

よ
り
も
早
か
っ
た
と
い
う
史
実
を
含
め
、
茂
文
の
先
見

性
や
学
問
へ
の
情
熱
に
、
私
自
身
も
敬
愛
の
念
を
強
く

抱
い
て
い
ま
す
。
実
際
、
明
治
期
に
は
東
原
庠
舎
か
ら
、

日
本
初
の
工
学
博
士
で
あ
る
志
田
林
三
郎
、
石
炭
王
の

高た
か
と
り
こ
れ
よ
し

取
伊
好
、
明
治
の
法
律
編
さ
ん
に
携
わ
っ
た
鶴
田
斗

南（
皓あ
き
ら）ほ
か
、
日
本
の
近
代
化
や
郷
土
の
た
め
に
尽
く

し
た
人
物
が
、
数
多
く
輩
出
さ
れ
ま
し
た
。

徳川斉昭をはじめ、
先人たちが残した言葉を通して、
子どもたちには郷土を愛する
気持ちを育んでもらいたい。

高橋　靖
水戸市長（茨城県）

第9代藩主徳川斉昭の手で天保（てんぽう）12（1841）年に創設された弘道館・
正庁（水戸市）
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こ
う
し
た
伝
統
を
受
け
、
多
久
で
は
今
も
学
校
教
育

は
も
と
よ
り
生
涯
学
習
に
も
熱
心
で
す
。
東
原
庠
舎
の

教
育
精
神
は
現
在
の
学
校
教
育
に
も
受
け
継
が
れ
、
市

内
の
義
務
教
育
学
校
は
い
ず
れ
も
校
名
に
「
東
原
庠
舎
」

を
冠
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
江
戸
期
の
学
び
の
継
承
を

象
徴
す
る
の
が「
論
語
カ
ル
タ
」で
す
。
全
校
で
学
校
を

挙
げ
て
論
語
カ
ル
タ
に
取
り
組
み
、
子
ど
も
た
ち
は
楽

し
み
な
が
ら
論
語
の
章
句
を
覚
え
ま
す
。

　

私
も
わ
が
子
が
小
学
生
の
頃
、
共
に
論
語
カ
ル
タ
に

興
じ
ま
し
た
が
、
４
年
生
に
な
る
と
も
う
か
な
い
ま
せ

ん
。
高
学
年
と
も
な
る
と
１
０
０
枚
の
カ
ル
タ
の
言
葉

を
正
確
に
覚
え
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
記
憶
力
、

集
中
力
に
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
覚
え
た
論
語
は
着
実

に
子
ど
も
た
ち
の
頭
と
心
に
刻
ま
れ
る
よ
う
で
、
学
校

の
運
動
会
・
体
育
大
会
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
募
集
す
る
と
、

子
ど
も
た
ち
か
ら
論
語
の
名
言
が
数
多
く
出
て
き
ま
す
。

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
育
成
に
向
け
て

大
谷　

今
、
横
尾
市
長
か
ら
多
久
市
の
論
語
教
育
に
つ

い
て
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
江
戸
期
の
教
育
の
伝

統
を
、
ど
の
よ
う
に
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
育
成

に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
取
り

組
み
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

小
坂　

恵
那
市
で
は
、
生
涯
学
習
の
基
本
理
念
と
し
て

位
置
付
け
た「
三
学
の
精
神
」を
子
ど
も
た
ち
の
教
育
に

も
生
か
し
て
い
ま
す
。
特
に
熱
心
に
行
っ
て
い
る
の

が
、
佐
藤
一
斎
出
身
の
恵
那
市
岩
村
町
に
あ
る
市
立

岩い
わ
む
ら邑

小
学
校
で
す
。
言
志
四
録
を
授
業
で
取
り
扱
っ
た

り
、
給
食
の
校
内
放
送
に
お
い
て
、
言
志
四
録
か
ら
選

ん
だ
言
葉
を
子
ど
も
た
ち
自
身
が
分
か
り
や
す
く
意
訳

し
て
伝
え
る
取
り
組
み
も
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
岩

村
町
の
市
街
地
で
は
一
斎
の
言
葉
を
広
め
よ
う
と
、
以

前
か
ら
言
志
四
録
の
言
葉
を
木
版
な
ど
に
掲
示
し
て
い

ま
す
が
、
岩
邑
小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
は
こ
れ
を
現
代

語
に
訳
し
て
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
で
読
み
取
れ
る
よ
う
に
す

る
な
ど
、
地
域
と
連
携
し
て
、
観
光
振
興
に
も
つ
な
が

る
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

高
橋　

徳
川
斉
昭
を
は
じ
め
、
水
戸
の
先
人
た
ち
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
言
葉

を
通
じ
て
、
先
人
た
ち
が
持
っ
て
い
た
先
見
性
や
視
野

の
広
さ
を
子
ど
も
た
ち
に
学
ん
で
も
ら
い
、
郷
土
を
愛

す
る
気
持
ち
を
育
ん
で
も
ら
い
た
い
。
そ
う
し
た
観
点

か
ら
、
水
戸
市
の
小
中
学
校
で
は「
水
戸
教
学
」と
い
う

名
称
で
、
水
戸
の
歴
史
や
先
人
た
ち
の
言
葉
を
学
習
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
座
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
活
動
や
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
郷
土
愛
を
醸
成
す
る
取
り
組
み
も

重
要
で
す
。
水
戸
市
で
も
50
万
人
を
超
え
る
観
光
客
が

訪
れ
る「
水
戸
の
梅
ま
つ
り
」に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
が

主
体
的
に
偕
楽
園
の
案
内
や
、
斉
昭
の
言
葉
の
紹
介
な

ど
、観
光
客
へ
の
お
も
て
な
し
活
動
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

皆
川　
「
天
性
重
視
・
個
性
伸
長
」
に
象
徴
さ
れ
る
致
道

館
の
教
育
精
神
は
、
鶴
岡
の
教
育
の
原
点
で
あ
り
、
時

代
を
超
え
て
今
な
お
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
教
育
委

員
会
発
行
の
冊
子
「
親
子
で
楽
し
む
庄
内
論
語
」
を
全
小

学
生
に
配
布
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
各
校
で
も
論
語

を
学
ぶ
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
致
道
館
で
は
、

論
語
に
親
し
み
な
が
ら
、
伝
統
の
学
風
に
触
れ
る
機
会

を
提
供
し
よ
う
と
、
幼
児
か
ら
高
校
生
、
ま
た
企
業
の

木版に掲示された「言志四録」の言葉の現代語訳をＱＲコードで紹介する小学
生（恵那市）

「書に学ぶ」「求めて学ぶ」
「学んで活かす」を柱に、
佐藤一斎の教えを生かした

「市民三学運動」を
進めています。

小坂 喬峰
恵那市長（岐阜県）
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研
修
と
し
て
、
漢
文
を
声
に
出
し
て
繰
り
返
し
読
む「
素

読
教
室
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
１
４
０
０
年
の
歴

史
を
持
つ
「
出
羽
三
山
」、
約
５
０
０
年
前
か
ら
伝
承
さ

れ
る
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
「
黒
川
能
」、
わ

が
国
学
校
給
食
発
祥
の
地
で
あ
る
「
大だ
い
と
く
じ

督
寺
」
な
ど
、
本

市
の
歴
史
あ
る
資
源
は
、
４
０
０
年
前
か
ら
現
在
も
鶴

岡
に
住
ま
わ
れ
て
い
る
旧
庄
内
藩
主
酒
井
家
が
代
々
大

切
に
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
城
下
町
の
伝
統

と
藩
校
致
道
館
の
教
え
が
残
る
教
育
風
土
な
ど
が
、
本

市
の
ま
ち
づ
く
り
・人
づ
く
り
の
基
盤
と
な
っ
て
い
ま
す
。

横
尾　

多
久
市
で
も
、
多
久
の
歴
史
や
先
人
の
生
き
方

な
ど
を
学
ぶ「
多
久
学
」を
学
校
教
育
で
実
施
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
人
間
力
向
上
の
一
環
と
し
て
学
校
の
ト

イ
レ
掃
除
、
黙
掃
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
掃
除
は

心
も
清
ら
か
に
し
ま
す
し
、
謙
虚
さ
や
感
謝
が
芽
生
え
、

細
事
に
気
付
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

江
戸
期
の
東
原
庠
舎
で
は
四
書
五
経
は
も
と
よ
り
兵

法
や
天
文
学
、
外
国
語
な
ど
、
新
し
い
学
問
の
習
得
を

含
め
、「
実
学
」に
注
力
し
て
い
ま
し
た
。
今
の
時
代
に

必
要
な
実
学
は
何
か
と
考
え
る
と
、
や
は
り
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教

育
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
そ
の
観
点
か
ら
多
久
市
で
は
い

ち
早
く
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
環
境
整
備
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
配
置

な
ど
に
努
め
、
先
駆
け
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
を
積
極
的
に
推

進
し
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
予
算
も
厳
し
く
単
独
で
は

か
な
い
難
い
の
で
、
全
国
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
首
長
協
議
会
を

立
ち
上
げ
、
文
部
科
学
大
臣
ほ
か
に
未
来
志
向
で
世
界

に
通
用
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
充
実
を
提
案
要
望
も
し
て
い

ま
す
。
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
始
動
と
な
り
感
謝
し
て
い

ま
す
。

広
域
連
携
が
も
た
ら
す
学
び
合
い
、
助
け
合
い

大
谷　

地
域
に
根
付
い
て
い
る
教
育
遺
産
を
ま
ち
づ
く

り
に
効
果
的
に
活
用
す
る
た
め
に
も
、
自
治
体
間
の
広

域
連
携
や
学
び
合
い
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
が
、
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

横
尾　

郷
土
の
歴
史
や
文
化
を
地
域
住
民
が
中
心
と

な
っ
て
掘
り
起
こ
す
こ
と
は
、
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
醸

成
に
も
非
常
に
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
他
地
域
と
交
流

し
、
啓
発
や
知
的
好
奇
心
の
高
揚
に
つ
な
が
れ
ば
、
さ

ら
に
新
た
な
気
付
き
も
期
待
で
き
ま
す
。
江
戸
期
の
儒

学
者
も
相
互
に
人
物
交
流
を
し
て
い
ま
す
。
私
も
恵
那

市
、
水
戸
市
を
訪
ね
て
歴
史
や
文
化
を
拝
見
い
た
し
ま

し
た
が
、
多
く
の
示
唆
や
啓
発
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

高
橋　

私
も
同
感
で
す
。
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
水

戸
市
で
は
、
足
利
市
、
備
前
市
、
日
田
市
と
連
携
し
、
世

界
遺
産
登
録
に
向
け
た
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ

の
都
市
と
も
交
流
さ
せ
て
い
た
だ
く
中
で
、
論
語
教
育
の

展
開（
足
利
市
）、国
宝
施
設
の
保
存
の
在
り
方（
備
前
市
）、

歴
史
資
源
を
生
か
し
た
景
観
形
成
の
方
法
（
日
田
市
）
な

ど
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
確
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の

自
治
体
間
の
距
離
が
遠
く
、
行
き
来
が
し
づ
ら
い
と
い
う

事
情
も
あ
り
ま
す
が
、
学
び
合
い
の
効
果
や
連
携
の
目
的

を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
交
流
の
妨
げ
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

横
尾　

交
流
に
よ
り
市
長
同
士
の
人
間
関
係
も
深
ま
り

ま
す
。
そ
う
し
た
人
間
関
係
は
、
い
ざ
と
い
う
時
に
と

て
も
重
要
に
な
り
ま
す
。
多
久
市
は
令
和
元
年
８
月
豪

雨
で
激
甚
災
害
指
定
と
な
る
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
ま

し
た
。
復
旧
復
興
を
的
確
に
進
め
る
に
は
多
数
の
人
材

確
保
が
必
須
で
し
た
。
そ
こ
で
ご
縁
の
あ
る
首
長
の

方
々
に
相
談
し
、
20
人
ほ
ど
の
職
員
派
遣
を
い
た
だ
き

地域としてさまざまな課題に
的確に対応するためにも、

「人間力」の育成が
これまで以上に重要に
なってきます。

横尾 俊彦
多久市長（佐賀県）

多久市の小学生は、「論語カルタ」を通じて、楽しみながら論語を学習（多久市）
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市 長 座 談 会 江戸期の教育を現代に生かす

ま
し
た
。
実
に
有
り
難
い
こ
と
で
し
た
。
ふ
る
さ
と
の

先
人
を
顕
彰
し
、
ま
ち
づ
く
り
・
人
づ
く
り
に
生
か
す

「
嚶お
う
め
い鳴

協
議
会
」
の
ご
縁
で
も
交
流
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
る
恵
那
市
の
小
坂
市
長
か
ら
も
、
職
員
派
遣
を
含
め
、

ご
支
援
い
た
だ
き
ま
し
た
。

小
坂　

派
遣
す
る
立
場
か
ら
申
し
上
げ
る
と
、
職
員
を

学
び
に
行
か
せ
て
い
る
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
。
災

害
の
現
場
を
実
際
に
見
て
、
復
旧
活
動
に
携
わ
る
こ
と

で
、
得
難
い
教
訓
を
得
て
帰
っ
て
く
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
経
験
は
い
ざ
、
自
分
た
ち
の

ま
ち
が
被
災
し
た
と
き
、
必
ず
生
き
て
き
ま
す
。
災
害

対
応
は
も
ち
ろ
ん
、
教
育
遺
産
の
活
用
策
を
含
め
て
、

自
治
体
間
連
携
に
よ
る
学
び
合
い
、
助
け
合
い
は
大
き

な
メ
リ
ッ
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

皆
川　

鶴
岡
市
で
は
山
形
県
と
の
誘
致
活
動
が
実
を
結

び
、
平
成
13
年
に
慶
應
義
塾
大
学
先
端
生
命
科
学
研
究

所
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
以
来
、
こ
こ
か
ら
多
く
の
ベ

ン
チ
ャ
ー
企
業
が
生
ま
れ
る
な
ど
、
地
方
創
生
の
モ
デ

ル
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
本
市
は
、
昨
年
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

未
来
都
市
に
選
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
誰
一
人
取
り

残
さ
な
い
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
理
念
の
実
現
を
目
指
し
、
伝

統
と
創
造
を
伸
ば
し
発
展
し
て
い
く
た
め
に
、
学
術
機

関
な
ど
と
の
連
携
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

「
学
び
」を
観
光
振
興
に
つ
な
げ
る

大
谷　

そ
れ
で
は
最
後
に
、
現
在
、
抱
え
て
い
る
課
題

や
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

小
坂　

佐
藤
一
斎
は
、
全
国
の
経
営
者
か
ら
絶
大
な
支

持
を
受
け
て
お
り
ま
し
て
、
各
地
に
顕
彰
会
や
勉
強
会

な
ど
が
発
足
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
の
フ
ァ
ン
が
い

る
わ
け
で
す
か
ら
、
岩
村
町
を
一
斎
の
ふ
る
さ
と
と
し

て
聖
地
化
で
き
な
い
か
、
真
剣
に
考
え
て
い
ま
す
。

　

雑
誌
の「
る
る
ぶ
」は
見
る
、
食
べ
る
、
遊
ぶ
の
語
尾

に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
見

る
、
食
べ
る
に
加
え
て
、「
学
ぶ
」
が
観
光
の
キ
ー
ワ
ー

ド
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
恵
那
市
に
は
江
戸

期
の
教
育
を
象
徴
す
る
よ
う
な
歴
史
文
化
施
設
が
あ
り

ま
せ
ん
。
日
本
の
み
な
ら
ず
、
世
界
中
か
ら
観
光
客
を

お
迎
え
で
き
る
よ
う
な
、
核
と
な
る
学
び
の
拠
点
施
設

の
整
備
も
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

高
橋　

今
後
の
課
題
は
、
わ
が
ま
ち
の
歴
史
を
普
遍
的

な
価
値
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
国
内
外
に
認
め
て
い
た

だ
く
か
、
と
い
う
点
で
す
。
世
界
遺
産
の
取
り
組
み
を

通
じ
て
、
い
か
に
こ
れ
が
難
し
い
か
、
肌
身
に
感
じ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
し
っ
か
り
と
確
立
す
る
こ
と
で
、

さ
ら
な
る
観
光
誘
客
に
結
び
付
け
て
い
き
た
い
で
す

ね
。
加
え
て
、
市
外
の
方
々
に
ど
う
効
果
的
に
情
報
発

信
を
行
い
、
ま
ち
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
か
、
検
討
を
重

ね
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
川　

私
も
新
た
な
観
光
の
視
点
と
し
て「
学
ぶ
」と
い

う
要
素
は
非
常
に
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ

禍
の
影
響
で
、
マ
イ
ク
ロ
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
い
う
形
で
、

エ
リ
ア
内
の
観
光
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
、
鶴

岡
市
で
は
令
和
2
年
度
、
東
北
地
方
か
ら
の
修
学
旅
行

の
受
け
入
れ
件
数
が
大
幅
に
増
え
ま
し
た
。
鶴
岡
市
は

国
内
最
多
の
三
つ
の
日
本
遺
産
を
有
し
、
江
戸
期
の
教

育
遺
産
を
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
び
の
資
源
が
あ
り
ま

す
。
こ
う
し
た
資
源
を
保
存
し
、
さ
ら
に
活
用
・
Ｐ
Ｒ

し
、
人
材
育
成
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

横
尾　

こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
と
、
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
とSociety5.0

の
対
応
は
不
可
欠
で
す
。
災
害
や

感
染
症
の
危
機
管
理
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
未
来
へ
の
活

路
を
開
く
課
題
に
的
確
に
対
応
す
る
に
は「
人
間
力
」が

重
要
で
あ
り
、
人
間
力
の
育
成
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
重

要
で
す
。
ま
ず
は
大
人
が
立
派
に
垂
範
し
、
子
ど
も
た

ち
に
よ
い
影
響
を
与
え
、
品
格
や
礼
節
を
重
ん
じ
る
気

風
を
育
む
。
江
戸
時
代
に
重
ん
じ
ら
れ
た
「
人
格
の
陶

冶
」
や
「
修
養
」
の
気
風
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
も
大

切
と
考
え
ま
す
。
大
学
入
試
に
古
典
の
基
本
書
に
学
び

修
得
で
き
る
内
容
も
取
り
入
れ
て
ほ
し
い
で
す
。
受
験

も
学
び
も
進
化
す
る
は
ず
で
す
。

大
谷　

各
市
長
の
ご
発
言
を
お
聞
き
し
て
、
地
域
に
根

付
く
江
戸
時
代
以
来
の
教

育
遺
産
は
、
市
民
の
郷
土

愛
・
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
を

育
み
、
生
涯
学
習
や
地
域

活
動
を
促
す
、
地
域
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
だ

と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
り

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
同

じ
資
源
を
お
持
ち
の
自
治

体
同
士
、
あ
る
い
は
他
の
主

体
と
も
連
携
し
、
人
づ
く

り
・
ま
ち
づ
く
り
を
活
発
に

進
め
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て

い
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
令
和
３
年
６
月
９
日
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
形
式
に
て
開
催
）

本
コ
ー
ナ
ー
は
隔
月
掲
載
と
な
り
ま
す
。
次
回
は
９
月
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

大谷 基道
獨協大学法学部教授


