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日 

本 

古 

代 

の 

教 

育 

格 

差 

―

教
育
社
会
学
の
視
点
を
参
考
に―

 

   

は
じ
め
に 

 

近
年

現
代
の
教
育
格
差
が
話
題
に
な
る
こ
と
が
多
い

も
ち
ろ
ん

教
育
と
い
う
の
は
現
代
に
限

た
事

象
で
は
な
く

日
本
古
代
で
も
教
育
が
行
わ
れ
て
お
り
教
育
機
関
も
存
在
し
て
い
た

し
か
し

教
育
社
会
学

に
お
い
て
は

日
本
古
代
の
教
育
は
近
代
以
降
の
教
育
や
諸
外
国
の
教
育
と
比
較
し
て
そ
れ
ほ
ど
扱
わ
れ
て
い

な
い

 

天
野
郁
夫
氏
は

日
本
の
試
験
制
度
は
ヨ

ロ

パ
よ
り
も
早
く

す
で
に
八
世
紀
の
初
め
に
は
作
ら
れ
た

が

数
世
紀
の
間

制
度
と
し
て
は
存
続
し
た
も
の
の
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
機
能
せ
ず

や
が
て
姿
を
消
し
て

し
ま
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

1

ま
た

機
能
し
な
か

た
最
大
の
理
由
と
し
て
は

貴
族
勢
力
の
排
除
を

目
指
し
て
作
ら
れ
た
中
国
の
科
挙
に
対
し
て

日
本
の
試
験
制
度
が
貴
族
制
度
を
前
提
と
し
て
導
入
さ
れ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
と
見
て
い
る

そ
し
て

世
襲
貴
族
制
の
も
と
で
の
日
本
古
代
の
試
験
制
度
は

血
統
の
原
理
を

業
績
の
原
理
に
よ

て
置
き
換
え
る
だ
け
の
力
を
持
ち
得
な
か

た
と
評
価
し
て
い
る
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日
本
古
代
の
試
験
制
度
が
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
理
由
は

近
代
以
降
の
試
験
制
度
や
中
国
の
科
挙

と
比
較
し
て

業
績
の
原
理
が
弱
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る

し
か
し

日
本
古
代
に
お
い
て

血

統
の
原
理
と
業
績
の
原
理
の
関
係
は
常
に
一
定
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い

そ
の
変
化
を
捉
え
る
こ
と
は

日
本

古
代
の
教
育
制
度
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
ろ
う

 

日
本
古
代
の
教
育
を
日
本
近
代
以
降
の
教
育
や
中
国
の
科
挙
と
比
較
し
た
場
合

そ
れ
ぞ
れ
に
相
違
点
が
あ

る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
が

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で

日
本
古
代
の
教
育
を
考
え
る
こ
と
に
も
意
義
が
あ
る

と
思
わ
れ
る

以
下
で
は

教
育
社
会
学
の
視
点
を
取
り
入
れ
つ
つ

日
本
古
代
の
教
育

特
に
教
育
格
差
に

つ
い
て
概
観
し
て
み
た
い

 

 

一

教
育
制
度
の
二
つ
の
機
能 

 

教
育
社
会
学
に
お
い
て

教
育
制
度
に
は
期
待
さ
れ
る
二
つ
の
機
能
が
あ
る
と
さ
れ
る

3

一
つ
は

子

ど
も
た
ち
が
こ
の
社
会
に
適
応
で
き
る
よ
う
に

社
会
化

す
る
こ
と
で
あ
る

教
育
は
個
人
が
社
会
で
生
き 

    

二 

星 
 
 

潤 

   て
い
く
た
め
の
知
識
や
技
能
な
ど
を
身
に
付
け
さ
せ
る
も
の
で
あ
り

教
育
制
度
は
個
人
を
社
会
に
適
応
さ
せ

る
た
め
に
存
在
す
る

教
育
制
度
の
持
つ
機
能
の
二
つ
目
と
し
て

選
抜
・
配
分
機
能

が
あ
る

人
々
を

能
力
に
よ

て
格
付
け

適
切
な
進
路
に
振
り
分
け
る
こ
と
が
教
育
制
度
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る

 

教
育
制
度
が
持
つ
こ
の
二
つ
の
機
能
の
点
を

日
本
古
代
の
教
育
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
た
い

ま
ず

日
本
古
代
の
主
要
な
教
育
機
関
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う

日
本
古
代
に
は

大
学
・
国
学
・
大
学
別
曹
な

ど
の
教
育
機
関
が
あ

た

大
学
は

国
家
が
都
に
た
だ
一
つ
設
置
し
た
も
の
で

国
学
は
地
方
の
国
ご
と
に

置
か
れ
た
も
の
で
あ
る

一
方

大
学
別
曹
は

当
初
は
氏
族
が
一
族
の
学
生
の
た
め
に
設
け
た
私
的
な
施
設

で
あ

た
が
後
に
国
家
に
公
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
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大
学
は
官
人
登
用
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
教
育
機
関
で
あ
る

そ
の
点
を
踏
ま
え
て

教
育
制
度
の
機

能
の
一
つ
で
あ
る

社
会
化

を
考
え
る
と

古
代
の
大
学
に
お
い
て
は

官
人
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
の

知
識
や
技
能
を
学
生
に
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と
理
解
で
き
る

そ
の
た
め

古
代
の
大
学

で
の
教
育
内
容
は

当
時
の
官
人
と
し
て
必
須
の
教
養
で
あ

た
儒
学
の
内
容
を
中
心
と
し
て
い
た

 

大
学
の
構
成
は

養
老
職
員
令
14
大
学
寮
条
に
よ
れ
ば

大
学
の
教
官
と
し
て
博
士
一
人

助
博
士
二
人

音
博
士
二
人

書
博
士
二
人

算
博
士
二
人
が
規
定
さ
れ
て
お
り

四
百
人
の
学
生
と
算
生
三
十
人
が
置
か
れ

て
い
た

当
初
の
大
学
は

儒
学
を
教
授
・
学
習
す
る
博
士
・
助
教
・
学
生
で
構
成
す
る

本
科

と

算
術

を
教
授
・
学
習
す
る
算
博
士
・
算
生
で
構
成
す
る

算
科

の
二
つ
の
学
科
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る

 

ま
た

大
学
で
使
用
さ
れ
る
典
籍
は

経
学
は
九
書
が
規
定
さ
れ
て
い
た

論
語

・

孝
経

は
兼
習

し

礼
記

・

春
秋
左
氏
伝

・

儀
礼

・

周
礼

・

毛
詩

・

周
易

・

尚
書

か
ら
少

な
く
と
も
二
経
以
上
が
選
択
必
修
で
あ

た

そ
し
て

算
学
の
典
籍
も
九
書
あ

た

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

大
学
の
典
籍
は

教
官
と
学
生
の
構
成
と
同
様
に
経
学
と
算
学
を
主
体
と
し
て
い
た
こ
と
と

本
科

の
教

授
は
経
学
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

 

教
育
制
度
の
二
つ
目
の
機
能
で
あ
る

選
抜
・
配
分
機
能

に
つ
い
て
は

本
科

の
学
生
は
大
学
で
学

ん
だ
後
に
卒
業
試
験
に
合
格
す
る
と

官
人
登
用
試
験
で
あ
る
式
部
省
試
を
受
験
で
き

合
格
す
る
と
位
階
が



 

二星 潤 
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与
え
ら
れ
る
規
定
で
あ

た

式
部
省
試
に
は

秀
才
試
・
明
経
試
・
進
士
試
・
明
法
試
が
あ
り

な
か
で
も

秀
才
試
は

合
格
し
た
と
き
に
与
え
ら
れ
る
位
階
が
他
の
式
部
省
試
よ
り
も
高
く
最
難
関
の
試
験
で
あ

た

 

大
学
の
卒
業
生
の
進
路
に
つ
い
て
は

官
職
秘
抄

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

学
科
や
試
験
の
選

抜
結
果
に
よ

て
進
路
が
異
な

て
い
た

ま
た

大
学
に
後
に
新
設
さ
れ
た

文
章
科

の
学
生
で
あ
る
文

章
生
は

大
学
入
学
後

式
部
省
試
に
合
格
し
な
く
て
も
数
年
で
任
官
す
る
途
が
開
か
れ
て
い
た

春
の
除
目

に
文
章
生
の
上
臈
か
ら
三
人
を
諸
国
掾
に
任
ず
る
文
章
生
外
国
や

秋
の
除
目
で
一
人
を
京
官
に
任
ず
る
当
職

文
章
生
と
い
う
制
度
も
存
在
し
た

さ
ら
に

学
科
ご
と
に
推
薦
し
て

無
試
験
で
京
官
に
任
用
す
る
制
度
で

あ
る
明
経
道
挙
・
明
法
道
挙
・
算
道
挙
や

諸
国
掾
に
任
用
す
る
諸
道
年
挙
と
い
う
制
度
も
あ

た

 

こ
の
よ
う
に

大
学
は
学
生
を
能
力
に
よ

て
適
切
な
進
路
に
振
り
分
け
る
機
能
を
果
た
し
て
お
り

教
育

の

選
抜
・
配
分
機
能

は

古
代
の
教
育
制
度
に
お
い
て
も
有
効
で
あ

た
と
評
価
で
き
る

 

 

二

教
育
に
お
け
る
階
層
格
差
と
地
域
格
差 

 

１ 

二
つ
の
教
育
格
差 

現
代
日
本
は

教
育
意
識
に
お
い
て
階
層
格
差
と
地
域
格
差
が
存
在
す
る
格
差
社
会
で
あ
る
と
さ
れ
る

5

出
身
家
庭
を
指
す
階
層
と
地
域
と
い
う
本
人
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
初
期
条
件
で
あ
る

生
ま
れ

に
よ

て
教
育
機
会
の
格
差
が
存
在
し
て
い
る

こ
の
機
会
の
多
寡
に
よ
り
子
ど
も
の
最
終
学
歴
は
異
な
り

職
業
・

収
入
・
健
康
な
ど
様
々
な
格
差
の
基
盤
と
な

て
い
る

二
十
代
前
半
で
ほ
ぼ
確
定
す
る
学
歴
で

そ
の
後
の

実
勢
が
大
き
く
制
約
さ
れ
る
現
実
が
日
本
に
は
あ
る

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

日
本
は

生
ま
れ

で
人
生
の

選
択
肢
・
可
能
性
が
大
き
く
制
限
さ
れ
る

緩
や
か
な
身
分
社
会

で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
さ
れ
て
い
る

 

そ
れ
で
は

日
本
古
代
に
も
二
つ
の
教
育
格
差
は
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か

ま
た

存
在
し
た
の
で
あ
れ

ば

生
ま
れ

の
影
響
は
ど
う
い

た
も
の
で
あ

た
の
か
を
以
下
で
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い

 

 

２ 

古
代
の
教
育
に
お
け
る
階
層
格
差 

古
代
の
大
学
は
現
代
の
学
校
と
異
な
り

入
学
資
格
に
お
い
て
階
層
格
差
が
あ

た

養
老
学
令
２
大
学
生

条
に
よ
れ
ば

大
学
の
入
学
資
格
を
与
え
ら
れ
た
の
は

五
位
以
上
子
孫
と
東
西
史
部
で
あ

た

東
西
史
部

と
い
う
の
は

渡
来
人
の
子
孫
で
伝
統
的
に
文
筆
で
朝
廷
に
仕
え
て
い
た
下
級
氏
族
の
こ
と
で
あ
る

ま
た

六

八
位
の
位
階
を
持
つ
下
級
官
人
の
子
ど
も
た
ち
も

才
能
が
あ

て
向
学
心
に
富
む
も
の
は
入
学
を
許
可

さ
れ
た

 

地
方
に
設
置
さ
れ
た
国
学
を
経
由
し
て

大
学
に
入
学
す
る
道
も
あ
る

た
だ
し

国
学
か
ら
大
学
に
進
学

を
希
望
す
る
者
は

式
部
省
の
試
験
を
受
け
る
必
要
が
あ

た

国
学
に
は
郡
司
の
子
弟
を
入
学
さ
せ
た
が

欠
員
が
あ
れ
ば
白
丁
の
子
弟
の
入
学
も
認
め
ら
れ
た

 

以
上
の
こ
と
か
ら

古
代
の
大
学
は

五
位
以
上
子
孫
と
い
う
貴
族
の
子
弟
が
入
学
者
の
中
心
と
し
て
想
定

さ
れ
て
お
り

入
学
時
点
で
既
に
格
差
が
あ
り
一
般
庶
民
に
広
く
開
か
れ
た
教
育
機
関
で
は
な
か

た
こ
と
が

指
摘
で
き
る

 

古
代
の
大
学
へ
の
入
学
に
格
差
が
あ

た
こ
と
は

空
海

6

が
作

た
私
立
の
教
育
機
関
で
あ
る
綜
芸
種

智
院
の
設
立
の
事
情
か
ら
も
読
み
取
れ
る

 

 

史
料
１ 

性
霊
集

巻
十

綜
芸
種
智
院
式 

上
略

或
有
レ

人
難
曰

国
家
広
開
二

庠
序
一

勧
二

励
諸
芸
一

霹
靂
之
下

蚊
響
何
益

答

大
唐
城

坊
坊
置
二

閭
塾
一

普
教
二

童
稚
一

県
県
開
二

郷
学
一

広
導
二

青
衿
一

是
故

才
子
満
レ

城

芸
士
盈
レ

国

今
是
華
城

但
有
二

一
大
学
一

無
レ

有
二

閭
塾
一

是
故

貧
賤
子
弟

無
レ

所
レ

問
レ

津

遠
坊
好
事

往

還
多
レ

疲

今
建
二

此
一
院
一

普
済
二

瞳
矇
一

不
二

亦
善
一

哉

下
略

 

空
海
は

平
安
京
に
た
だ
一
つ
あ
る
国
家
が
設
立
し
た
大
学
に
は
貧
賤
の
子
弟
が
入
れ
な
い
の
で

彼
ら
が

教
育
を
受
け
ら
れ
る
学
校
を
作
り
た
か

た
と
設
立
の
事
情
を
説
明
し
て
い
る

三
教
指
帰

序
文
に
あ
る

よ
う
に

空
海
は
十
五
歳
の
と
き
に
叔
父
の
阿
刀
大
足
に
つ
い
て
学
問
に
励
み

延
暦
十
年

七
九
一

に
十

八
歳
で
大
学
に
入
学
し
た
こ
と
が
分
か
る

空
海
は
大
学
で
学
ん
で
い
た
時
期
が
あ
る
た
め

大
学
に
つ
い
て

よ
く
知

て
い
た
で
あ
ろ
う
が

そ
の
空
海
が
大
学
に
は
貧
賤
の
子
弟
は
入
学
で
き
な
い
と
言

て
い
る
こ
と

は

当
時
の
大
学
の
実
態
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

 

こ
の
こ
と
か
ら
も

古
代
の
大
学
は
庶
民
に
広
く
開
か
れ
た
教
育
機
関
で
は
な
く

貴
族
の
子
弟
を
主
要
な

入
学
対
象
と
し
て
お
り

入
学
資
格
の
点
で
既
に
階
層
格
差
が
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
る

 

そ
の
他

階
層
格
差
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
が

大
学
別
曹
の
存
在
で
あ
る

大
学
別
曹
は

氏
族
が
一
族

の
学
生
の
学
問
を
奨
励
す
る
た
め
に
設
け
た
私
的
な
施
設
で
あ

た
た
め

入
学
対
象
者
は
限
定
さ
れ
て
い
る

ま
た
後
述
す
る
よ
う
に

大
学
別
曹
が
国
家
に
公
認
さ
れ
て
様
々
な
特
権
を
得
る
よ
う
に
な

た
こ
と
は

階

層
格
差
を
さ
ら
に
広
げ
る
要
因
に
も
な

た

 

以
上
の
こ
と
か
ら

古
代
の
大
学
や
大
学
別
曹
を
み
る
と

古
代
の
教
育
に
お
い
て
は
明
ら
か
な
階
層
格
差

が
存
在
し
た
と
評
価
で
き
る

 

 

３ 

古
代
の
教
育
に
お
け
る
地
域
格
差 

前
掲
の
史
料
１
は

日
本
古
代
の
教
育
に
お
け
る
階
層
格
差
だ
け
で
な
く

地
域
格
差
も
示
し
て
い
る
史
料

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
再
度
言
及
し
て
お
き
た
い

 

史
料
１
で
は

唐
で
は
坊
ご
と
に
塾
が
開
か
れ
て
広
く
子
ど
も
た
ち
を
教
え
て
お
り

県
に
は
郷
学
が
設
け

ら
れ
て
広
く
学
童
を
指
導
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ

唐
に
つ
い
て
は

中
央
と
地
方
の
教
育
機
関
に
つ
い
て
例



 

日本古代の教育格差 
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を
挙
げ
て
い
る

一
方

日
本
で
は
平
安
京
に
た
だ
一
つ
の
大
学
だ
け
が
あ
り

塾
は
一
つ
も
な
い
と
さ
れ

大
学
は
挙
げ
て
い
る
も
の
の

地
方
に
置
か
れ
た
国
学
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い

綜
芸
種
智
院
の
存
在
意
義

を
強
調
す
る
空
海
の
意
図
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が

大
学
で
学
ん
で
い
た
空
海
が

唐
の
中
央
と
地
方
の
教

育
機
関
に
は
触
れ
る
が

日
本
の
場
合
は
大
学
の
み
を
挙
げ
て
国
学
に
は
触
れ
て
い
な
い
こ
と
は

日
本
の
教

育
機
関
の
実
情
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り

日
本
古
代
の
教
育
に
お
け
る
地
域
格
差
を
意
識
し
て
い
た
と
も
言

え
よ
う

 

次
に

地
域
格
差
を
考
え
る
た
め
に

奈
良
時
代
の
吉
備
真
備
を
取
り
上
げ
た
い

吉
備
真
備
が
最
初
に
歴

史
書
に
登
場
す
る
の
が

続
日
本
紀

天
平
七
年

七
三
五

四
月
辛
亥

二
十
六
日

条
で

真
備
が
遣

唐
使
と
し
て
唐
に
渡
り

二
十
年
近
い
留
学
生
活
を
送
り
帰
国
し
た
際
の
史
料
で
あ
る

そ
の
史
料
で
真
備
の

位
階
が
従
八
位
下
と
み
え
る
が

こ
の
位
階
は
唐
に
渡
る
前
に
既
に
持

て
い
た
も
の
で

大
学
に
入
学
し

官
人
登
用
試
験
で
あ
る
進
士
試
に
合
格
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

 

唐
か
ら
帰
国
後

真
備
は
阿
倍
内
親
王

の
ち
の
孝
謙
・
称
徳
天
皇

の
皇
太
子
学
士
と
な
り

最
終
的
に

右
大
臣
ま
で
昇
る

吉
備
氏
は
岡
山
の
地
方
豪
族
の
出
身
で

真
備
の
父
は
京
の
下
級
官
人
で
終
わ
る

し
か

し

吉
備
真
備
自
身
は
身
分
が
低
く
恵
ま
れ
な
い
条
件
に
も
か
か
わ
ら
ず

遣
唐
使
で
得
た
学
識
に
よ

て
正

二
位
・
右
大
臣
ま
で
異
例
の
出
世
を
し
て
い
く

そ
の
足
掛
か
り
と
な

た
の
は

大
学
に
入
学
し
て
官
人
登

用
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
で
あ

た
と
言
え
る

 

日
本
古
代
に
は
蔭
位
の
制
が
あ
り

父
や
祖
父
が
五
位
以
上
の
位
階
を
も

て
い
た
場
合

子
や
孫
は
一
定

の
位
階
を
与
え
ら
れ
た

た
と
え
ば

一
位
の
嫡
子
の
場
合

従
五
位
下
の
蔭
位
が
与
え
ら
れ
て
す
ぐ
に
貴
族

と
な
る
こ
と
が
で
き
る

蔭
位
は
本
人
の
能
力
に
関
係
な
く
与
え
ら
れ

貴
族
が
出
世
の
最
初
の
段
階
で
有
利

と
な
る
制
度
で
あ
る

吉
備
真
備
の
場
合
は

父
の
位
階
が
六
位
以
下
で
蔭
位
の
制
が
適
用
さ
れ
な
か

た
た

め

自
力
で
位
階
を
上
げ
て
い
く
し
か
な
か

た

し
か
し

前
述
し
た
養
老
学
令
２
大
学
生
条
の
六

八
位

の
位
階
を
持
つ
下
級
官
人
の
子
ど
も
た
ち
も
才
能
が
あ

て
向
学
心
に
富
む
も
の
は

大
学
へ
の
入
学
を
許
可

さ
れ
る
と
い
う
規
定
に
よ
り

真
備
は
大
学
へ
入
学
し
て
出
世
の
足
掛
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

ま
た

吉
備
氏
は
岡
山
の
地
方
豪
族
の
出
身
で
あ
る
が

真
備
の
父
は
平
城
京
の
下
級
官
人
で
あ

て

吉
備

真
備
の
出
生
は
大
和
国
で
あ

た
た
め

7

国
学
を
経
る
こ
と
な
く
大
学
に
入
学
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る

 

吉
備
真
備
は

日
本
古
代
の
教
育
の
意
義
を
考
え
る
上
で
の
好
例
で
あ
る
と
と
も
に

階
層
格
差
と
地
域
格

差
も
表
し
て
い
る
一
例
と
言
え
よ
う

 

 

三

五
位
以
上
子
孫
の
出
身
と
大
学
別
曹
の
設
立 

 

教
育
社
会
学
で
は

近
年

メ
リ
ト
ク
ラ
シ

と
ペ
ア
レ
ン
ト
ク
ラ
シ

と
い
う
概
念
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る

8

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
者
マ
イ
ケ
ル
・
ヤ
ン
グ
は

能
力
＋
努
力

業
績

と
定
義
し
た

生

ま
れ

で
は
な
く

能
力
に
よ

て
選
抜
し

相
応
し
い
人
が
よ
り
高
い
教
育
を
経
て

高
い
社
会
的
地
位
の

職
業
に
つ
く

そ
の
よ
う
に
能
力
に
よ

て
社
会
的
地
位
が
決
ま
る
社
会
を
メ
リ
ト
ク
ラ
シ

能
力
主
義

と
い
う

 

そ
の
後

メ
リ
ト
ク
ラ
シ

の
質
的
変
容
を
論
じ
る
議
論
が
出
て
く
る

イ
ギ
リ
ス
の
教
育
社
会
学
者
の
フ

リ

プ
・
ブ
ラ
ウ
ン
は

家
庭
の
富
と
親
の
願
望
が
子
ど
も
の
将
来
や
人
生
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
社
会

の
こ
と
を
ペ
ア
レ
ン
ト
ク
ラ
シ

と
呼
ん
だ

市
場
化
さ
れ
た
社
会
に
お
い
て
は

業
績

を
ベ

ス
と
す

る
教
育
選
抜
が
ペ
ア
レ
ン
ト
ク
ラ
シ

へ
と
変
質
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た

人
々
の
選
抜
は

能
力
＋
努
力

業
績

と
い
う
メ
リ
ト
ク
ラ
シ

方
程
式
で
は
な
く

富
＋
願
望

選
択

と
い
う
ペ
ア
レ
ン
ト
ク
ラ
シ

方
程
式
に
沿

て
行
わ
れ
る

 

ペ
ア
レ
ン
ト
ク
ラ
シ

は

現
在
の
主
流
で
あ
る
メ
リ
ト
ク
ラ
シ

の
原
理
と
は
別
物
で
あ
る
と
い
う
よ
り

は

そ
の
発
展
型
と
し
て
捉
え
る
方
が
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

現
在
の
日
本
社
会
は

個
人
の
能
力
と

努
力
が
高
く
評
価
さ
れ
る
社
会
で
あ
る

し
か
し

家
庭
環
境
に
よ

て
個
人
の
能
力
と
努
力
が
大
き
く
規
定

さ
れ

親
の
富
と
願
望
が
幅
を
利
か
せ
る
ペ
ア
レ
ン
ト
ク
ラ
シ

の
社
会
に
移
行
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
て
い

る

 そ
も
そ
も
メ
リ
ト
ク
ラ
シ

は

貴
族
に
よ
る
支
配
を
指
す
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ

貴
族
主
義

と
の
対
比

で

能
力
の
あ
る
階
級
に
よ
る
支
配
を
意
味
す
る

近
代
社
会
の
前
に
存
在
し
た
の
が

ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ

の
社
会
で

一
般
的
に
は

身
分
社
会

と
表
現
さ
れ
て
い
る

個
人
の
人
生
は

各
自
の
身
分
や
家
柄
の

生
ま
れ

に
よ

て
お
お
か
た
定
め
ら
れ
て
い
た

そ
の
後

近
代
に
な
り

人
々
を
能
力
に
応
じ
て
選
抜

し
て
様
々
な
地
位
に
割
り
当
て
る
メ
リ
ト
ク
ラ
シ

の
社
会
と
な

た
と
さ
れ
て
い
る

 

以
上
の
教
育
社
会
学
の
視
点
を
参
考
に
し
て

古
代
の
大
学
の
主
要
な
入
学
対
象
と
さ
れ
た
五
位
以
上
子
孫

と
大
学
の
関
係

9

に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い

 

五
位
以
上
子
孫
の
出
身
コ

ス
は

大
学
出
身
コ

ス
と
舎
人
出
身
コ

ス
の
二
つ
に
分
か
れ
る

大
学
出

身
コ

ス
は

大
学
に
入
学
後

二
経
以
上
を
習
得
し
て
卒
業
試
験
に
合
格
し
た
後

秀
才
・
明
経
・
進
士
・

明
法
の
式
部
省
試
に
合
格
す
れ
ば

成
績
に
合
わ
せ
た
位
階
が
授
け
ら
れ
て
官
人
と
し
て
の
経
歴
を
始
め
る
コ

ス
で
あ
る

そ
れ
に
対
し

舎
人
出
身
コ

ス
は

養
老
軍
防
令
46
五
位
子
孫
条
に
あ
る
よ
う
に

五
位
以

上
子
孫
の
二
十
一
歳
以
上
の
者
が
官
人
見
習
い
の
舎
人
か
ら
経
歴
を
始
め
る
コ

ス
で
あ
る

大
学
出
身
コ

ス
と
舎
人
出
身
コ

ス
の
二
つ
の
コ

ス
の
関
係
は

令
集
解

学
令
21
被
解
退
条
に
あ
る
よ
う
に

五
位

以
上
子
孫
に
は
二
十
一
歳
と
い
う
期
限
が
設
け
ら
れ

大
学
に
入
学
し
て
も
式
部
省
試
に
及
第
で
き
な
け
れ
ば

自
動
的
に
舎
人
に
な
る
こ
と
に
な

て
い
た

 

二
つ
の
コ

ス
の
こ
の
よ
う
な
関
係
か
ら

大
学
に
入
学
し
な
く
と
も
舎
人
出
身
コ

ス
を
取

て
官
人
に
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な
る
こ
と
の
で
き
る
五
位
以
上
子
孫

な
か
で
も
蔭
位
の
制
が
適
用
さ
れ
る
三
位
以
上
の
子
孫
と
五
位
以
上
の

子
は
大
学
出
身
コ

ス
を
取
る
の
を
避
け

八
世
紀
の
大
学
入
学
者
自
体
も
少
な
か

た
と
言
わ
れ
て
き
た

 

一
方

八
世
紀
当
初
か
ら
九
世
紀
初
頭
ま
で
式
部
省
試
や
大
学
に
関
す
る
諸
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る

特
に

延
暦
年
間
に
式
部
省
試
に
合
格
し
た
際
の
規
定
を
変
更
し
た
こ
と

10

に
よ
り

五
位
以
上
子
孫
に
と

て
も

大
学
出
身
コ

ス
が
有
利
と
な
り

九
世
紀
に
お
け
る
大
学
の
入
学
者
の
増
加
に
繋
が

て
い
く

こ
の
よ
う

な
改
革
は

官
人
の
在
り
方
を
見
直
し
て
優
秀
な
者
を
登
用
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
よ
り
行
わ
れ
た
が

改
革

の
対
象
に
な

た
の
は
主
に
貴
族
子
弟
な
ど
の
限
ら
れ
た
階
層
で
あ
り

そ
の
中
か
ら
能
力
的
に
よ
り
優
秀
な

者
を
登
用
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
八
世
紀
当
初
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
い
た

 

さ
ら
に

九
世
紀
に
入
る
と
大
学
入
学
に
関
す
る
改
革
も
行
わ
れ
て
い
る

大
同
元
年

八
〇
六

に
は

諸
王
や
五
位
以
上
子
孫
は
十
歳
か
ら
就
学
す
る
こ
と
と
し

11

十
三

十
六
歳
で
入
学
と
い
う
令
規
定
よ
り

も
幅
広
い
層
を
入
学
対
象
と
し
た

こ
の
政
策
は
弘
仁
三
年

八
一
二

に
一
旦
撤
廃
さ
れ
て
い
る
が

天
長

元
年

八
二
四

に
は
再
び
五
位
以
上
子
孫
の
二
十
歳
以
下
は
就
学
す
る
こ
と
と
し

12

大
同
元
年
の
改
革

よ
り
さ
ら
に
幅
広
い
層
を
入
学
さ
せ
る
こ
と
と
な

た

 

こ
の
よ
う
に
大
学
を
重
視
す
る
風
潮
の
中
で

蔭
位
の
制
の
恩
恵
を
受
け
る
貴
族
子
弟
で
も
大
学
の
存
在
が

重
要
に
な

て
く
る

蔭
位
の
制
は

出
身
当
初
の
叙
位
を
有
利
に
す
る
も
の
だ
が

そ
の
後
の
昇
進
は
保
証

す
る
も
の
で
は
な
い

蔭
位
の
制
が
適
用
さ
れ
た
後
に
順
調
に
出
世
で
き
る
方
策
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

貴
族
で
あ

て
も

能
力
が
な
け
れ
ば
順
調
な
出
世
が
望
め
な
い
時
代
に
な

て
き
た
の
で
あ
る

 

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で

貴
族
が
一
族
の
学
生
の
た
め
に
作

た
教
育
機
関
が
大
学
別
曹
で
あ

た

西
宮
記

巻
八

諸
院
で
は

大
学
別
曹
と
し
て
藤
原
氏
の
勧
学
院

王
氏
の
奨
学
院

橘
氏
の
学
館
院

和
気
氏
の
弘
文
院
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

弘
文
院
が
大
学
別
曹
で
あ

た
こ
と
を
示
す
史
料
は

西
宮
記

の

み
で
あ
る
点
や

廃
絶
が
他
の
大
学
別
曹
よ
り
も
早
い
点
な
ど
か
ら

弘
文
院
は
大
学
別
曹
で
は
な
い
と
す
る

説
も
あ
る

弘
文
院
に
つ
い
て
は
大
学
別
曹
と
し
て
公
認
さ
れ
て
い
た
か
明
確
で
な
い
た
め

本
稿
で
は
弘
文

院
以
外
の
大
学
別
曹
を
検
討
対
象
と
し
た
い

 

藤
原
氏
の
大
学
別
曹
で
あ
る
勧
学
院
の
創
建
が
わ
か
る
の
が

次
の
史
料
で
あ
る

 

史
料
２ 

類
聚
三
代
格

巻
十
二

貞
観
十
四
年

八
七
二

十
二
月
十
七
日
太
政
官
符 

太
政
官
符 

勧
学
院
一
区

在
二

左
京
三
条
一
坊
一

 

右
得
二

彼
院
解
一

偁

件
院

是
贈
太
政
大
臣
正
一
位
藤
原
朝
臣
冬
嗣
去
弘
仁
十
二
年
所
二

建
立
一

也

即

為
二

大
学
寮
南
曹
一

但
不
レ

被
レ

管
二

寮
家
一

創
業
年
深

内
外
聞
遠

加
以
去
承
和
三
年
十
月
五
日
田
園

所
レ

輸
牧
宰
可
二

催
送
一

之
状
騰
勅
符
頒
二

下
諸
国
一

而
所
在
之
職
未
レ

有
二

承
知
一

恐
千
祀
之
後
事
不
二

分

明
一

望
請

下
二

知
京
職
一

以
為
二

後
験
一

謹
請
二

官
裁
一

者

右
大
臣
宣

依
レ

請

 

 
 
 
 
 

貞
観
十
四
年
十
二
月
十
七
日 

史
料
３ 

続
日
本
後
紀

承
和
三
年

八
三
六

五
月
甲
子

二
十
六
日

条 

左
大
臣
正
二
位
藤
原
朝
臣
緒
嗣

従
二
位
行
大
納
言
兼
皇
太
子
傳
藤
原
朝
臣
三
守

正
三
位
行
中
納
言
藤

原
朝
臣
吉
野

従
三
位
藤
原
朝
臣
愛
発

権
中
納
言
従
三
位
兼
行
左
兵
衛
督
藤
原
朝
臣
良
房

従
四
位
下

行
勘
解
由
長
官
藤
原
朝
臣
雄
敏
等
上
表
言

臣
聞

順
レ

風
呼
者
易
レ

為
レ

気

因
レ

時
行
者
易
レ

為
レ

力

今
之
所
レ

祈

蓋
此
之
謂
矣

故
左
大
臣
贈
正
一
位
藤
原
朝
臣
冬
嗣

情
深
二

謙
挹
一

義
貴
二

能
施
一

遂

乃
折
二

割
食
封
千
戸
一

貯
二

収
於
施
薬
勧
学
両
院
一

藤
原
氏
諸
親
絶
乏
之
者

同
氏
子
弟
勤
学
之
輩

量
班
二

与
之
一

但
封
邑
之
賞

人
没
則
已

所
以
買
二

置
田
業
一

散
二

在
諸
国
一

創
業
之
始

壌
利
所
レ

輸

不
レ

須
二

督
促
一

全
入
二

院
廩
一

大
臣
没
後

巧
避
多
端

合
レ

輸
不
レ

輸

十
而
八
九

此
則
物
色

非
レ

公

人
情
不
レ

畏

州
縣
僻
遠

校
覈
不
レ

由
之
所
レ

致
也

伏
以

臣
門
二

旧
績
一

永
錫
二

功
封
一

悠
々
眇
末

靡
レ

不
レ

沾
レ

沢

夫
毀
レ

家
益
レ

国

臣
節
攸
レ

先

以
レ

此
拝
レ

章

血
誠
奉
レ

返

於
レ

是
逸
レ

恩
者
戢
レ

翼

赴
レ

賞
者
反
レ

蹤

憑
二

力
大
臣
一

理
固
宜
レ

然

而
墳
土
未
レ

乾

陵
遅
儵
及

在
二

於
生

者
一

不
レ

忍
二

緘
呑
一

伏
冀
乾
慈
殊
賜
二

接
援
一

下
二

知
国
司
一

令
レ

加
二

撿
送
一

然
則
勢
易
二

於
走
一
レ

丸

焉

事
同
二

於
転
一
レ

円
矣

擾
レ

公
之
妨
細

而
済
レ

物
之
矜
大
也

緬
彼
幽
魂

戴
二

光
寵
於
窀
穸
一

凡

厥
眷
属
陶
二

宝
化
一

而
俯
仰

詔
報
曰

情
切
二

仁
義
一

事
憑
二

興
復
一

宜
下

依
二

来
請
一

助
中

彼
周
急
上

焉

 

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら

勧
学
院
は
藤
原
冬
嗣
が
弘
仁
十
二
年
に
創
建
し
た
も
の
で

藤
原
氏
の
学
生
に
学
資

を
与
え

学
問
を
奨
励
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ

た
こ
と
が
分
か
る

 

橘
氏
の
学
館
院
が
創
建
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は

日
本
文
徳
天
皇
実
録

嘉
祥
三
年

八
五
〇

五
月

壬
午

五
日

条
に

后
亦
与
二

弟
右
大
臣
氏
公
朝
臣
一

議
開
二

学
舎
一

名
二

学
館
院
一

勧
二

諸
子
弟
一

誦
二

習
経
書
一

と
あ
る
こ
と
か
ら

橘
氏
公
が
右
大
臣
で
あ

た
承
和
十
一
年

十
四
年
頃
と
考
え
ら
れ
る

ま

た

学
館
院
が
別
曹
と
し
て
公
認
さ
れ
た
の
は

日
本
紀
略

康
保
元
年

九
六
四

十
一
月
丁
丑

五
日

条
に

勅
以
二

学
館
院
一

為
二

大
学
寮
別
曹
一

依
二

参
議
橘
好
古
朝
臣
等
奏
状
一

也

と
あ
る
こ
と
か
ら
康
保

元
年
で
あ

た
こ
と
が
分
か
る

 

奨
学
院
の
設
立
に
つ
い
て
は

以
下
の
史
料
か
ら
窺
え
る

 

 
史
料
４ 

本
朝
文
粋

巻
五

奏
状
上 

 

 
 
 
 
 

為
二

在
納
言
一

建
二

立
奨
学
院
一

状

作
二

宅
一
区
一

在
二

左
京
三
条
一

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
五
常 

右

行
平
幸
逢
二

泰
運
一

猥
列
二

崇
班
一

愚
心
所
レ

企

欲
レ

罷
不
レ

能

昔
閑
院
贈
太
政
大
臣

志
深
レ

憂
レ

道

慮
切
レ

求
レ

賢

開
二

学
舎
於
別
館
一

胎
二

善
誘
於
一
門
一

故
藤
氏
之
生

猶
多
二

才
子
一

鶏
蹠

已
飽

麟
角
不
レ

稀

学
之
為
レ

用

不
二

其
然
一

乎

但
見
レ

賢
思
レ

斉

已
有
二

先
式
一

欽
二

慕
人
跡
一

為
レ

日
久
矣

蠕
レ

是
置
二

一
茆
宅
一

開
以
二

学
亭
一

宗
室
苗
緒

志
レ

道
歯
レ

徳
者

当
レ

得
二

休
舎
一

号
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曰
二

奨
学
院
一

坊
接
二

大
学
寮
一

取
二

求
レ

道
之
便
一

也

門
対
二

勧
学
院
一

表
二

択
レ

隣
之
意
一

也

又
聊

設
二

田
園
之
業
一

以
資
二

箪
瓢
之
費
一

其
郡
県
頃
畝

具
二

於
別
紙
一

又
位
田
封
戸

同
以
分
入

豈

謂
二

久
遠
之
輸
一

願
有
二

涓
埃
之
益
一

凡
厥
一
院
行
事

唯
欲
レ

准
二

勧
学
院
之
例
一

而
已

夫
懸
水
雖
レ

微

造
舟
猶
闊

不
レ

有
二

衆
川
之
添
一

何
成
二

一
流
之
大
一

若
当
時
後
代

有
下

裨
二

補
此
院
一

扶
二

持

此
業
一

者
上

区
々
之
志

千
載
不
レ

朽
矣

 

 
 
 
 
 

年 

月 
日 

 
 

在
原
行
平 

勧
学
院
設
立
の
効
果
で
藤
原
氏
に
は
優
れ
た
人
物
が
多
く

そ
れ
に
刺
激
を
受
け
て
奨
学
院
を
創
建
し
た
と

い
う
事
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

設
立
の
時
期
に
つ
い
て
は

元
慶
五
年

中
納
言
行
平
卿

庶
二

幾
勧
学
院

之
例
一

所
二

建
立
一

也
云
々

13

の
記
述
か
ら
元
慶
五
年

八
八
一

と
分
か
る

大
学
別
曹
と
し
て
公

認
を
求
め
た
の
は
仁
和
四
年

八
八
八

14

で

公
認
さ
れ
た
の
は
昌
泰
三
年

九
〇
〇

15

で
あ

た

こ
と
が
確
認
で
き
る

以
上
の
こ
と
か
ら

大
学
別
曹
は
そ
れ
ぞ
れ
時
期
が
異
な
る
も
の
の

元
慶
五
年
ま
で

に
全
て
設
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

 

大
学
別
曹
に
つ
い
て
は

氏
と
の
関
係
で
着
目
さ
れ

藤
原
氏
を
は
じ
め
と
す
る
平
安
貴
族
の
新
た
な
集
結

の
場
と
し
て
大
学
別
曹
が
重
要
な
意
味
を
持
ち

大
学
別
曹
を
設
立
し
な
か

た
氏
の
没
落
が
加
速
し
て
い

た
と
い
う
指
摘
が
あ
る

16

 

そ
れ
で
は

藤
原
氏
な
ど
が
大
学
別
曹
を
設
立
し
た
意
義
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か

大
学
の

登
用
対
象
は

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
五
位
以
上
子
孫
が
主
体
で

別
曹
を
設
立
し
た
の
は
五
位
以
上

子
孫
を
輩
出
す
る
氏
族
で
あ
る

五
位
以
上
子
孫
は
大
学
の
入
学
資
格
に
お
い
て
は
優
遇
さ
れ
て
い
る
が

試

験
に
及
第
で
き
る
か
は
学
生
の
能
力
次
第
で
あ
る

特
に

延
暦
十
四
年
に
蔭
位
が
二
十
一
歳
で
与
え
ら
れ
る

よ
う
に
な

た
こ
と

17

で

大
学
で
の
就
学
や
試
験
の
及
第
が
藤
原
氏
な
ど
の
貴
族
に
と

て
も
昇
進
に
重

要
な
影
響
を
与
え
る
も
の
に
な
り

氏
族
と
し
て
学
生
の
就
学
環
境
を
整
え
る
必
要
性
が
生
じ
た
た
め
大
学
別

曹
を
設
立
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う

 

と
こ
ろ
で

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
ブ
ル
デ

・
パ
ス
ロ
ン
が
生
み
出
し
た

教
育
戦
略

と
い
う
言
葉

が
あ
る

各
集
団
・
各
家
庭
が
自
ら
を
再
生
産
す
る
た
め
に
駆
使
す
る
戦
略
の
な
か
で

教
育
に
か
か
わ
る
も

の
を
言
う

大
学
別
曹
の
設
立
は

藤
原
氏
な
ど
の
氏
族
に
と

て
の

教
育
戦
略

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る

ま
た

ブ
ル
デ

は

各
集
団
・
各
家
族
が
自
ら
を
再
生
産
す
る
際
に
駆
使
す
る
資
本
に
は

経
済
資

本
・
文
化
資
本
・
社
会
関
係
資
本
の
三
つ
が
あ
る
と
す
る

そ
の
う
ち

経
済
資
本
は
資
産
を
指
す

 

大
学
別
曹
の
維
持
費
は

封
戸
と
荘
園
か
ら
の
収
入
で
成
り
立

て
い
た
こ
と
は

前
掲
の
史
料
３
や
以
下

の
史
料
か
ら
確
認
で
き
る

 

史
料
５ 

小
右
記

治
安
三
年

一
〇
二
三

十
一
月
二
十
五
日
条 

割
二

納
封
二
百
戸
一 

百
戸
可
レ

納
二

施
薬
院
一 

百
戸
可
レ

納
二

勧
学
院
一 

右
宗
族
曩
祖
贈
太
相
国
以
来

登
二

槐
位
一

列
二

第
直
一

者

各
割
二

百
戸
之
封
邑
一

以
充
二

両
院
之
資
用
一

 

事
出
二

深
図
一

已
為
二

恒
一

今
承
二

一
門
之
余
慶
一

忝
到
二

三
事
之
崇
班
一

下
略

 

史
料
３
で
は
藤
原
冬
嗣
が
勧
学
院
の
財
源
と
し
て
自
身
の
封
戸
を
充
て

荘
園
の
収
入
も
財
源
に
充
て
ら
れ

た
こ
と
が
分
か
る

ま
た

こ
の
史
料
５
か
ら
は

藤
原
氏
の
大
臣
は
百
戸
の
封
戸
を
寄
進
す
る
こ
と
が
恒
例

に
な

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る

一
方

奨
学
院
に
お
い
て
も

前
掲
の
史
料
４
に
あ
る
よ
う
に
位
田
や
封
戸

荘
園
の
収
入
が
財
源
と
な

て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る

 

奈
良
時
代
以
来

平
安
時
代
を
通
じ
て
繁
栄
し
た
有
名
な
四
つ
の
氏
族
を
ま
と
め
て

源
平
藤
橘

と
い

う

こ
れ
ら
四
つ
の
氏
族
は

大
学
別
曹
を
作

た
氏
族
と
全
て
一
致
す
る

身
分
の
高
さ
だ
け
に
頼
る
の
で

は
な
く

官
人
社
会
で
生
き
残

て
い
く
能
力
を
身
に
付
け
る
た
め
に

教
育
戦
略

を
取

た
氏
族
が
平
安

時
代
を
生
き
残
れ
た
の
で
あ
る

 

教
育
社
会
学
の
概
念
で
あ
る
メ
リ
ト
ク
ラ
シ

か
ら
ペ
ア
レ
ン
ト
ク
ラ
シ

へ
の
変
化
に
つ
い
て
は
前
述
し

た

日
本
古
代
は
身
分
社
会
で
あ
り

教
育
社
会
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ

の
社
会
で
あ
る
が

延
暦
年
間
以
降

貴
族
の
子
弟
と
い
う
だ
け
で
順
調
な
出
世
が
望
め
る
わ
け
で
は
な
く
な
り

能
力
も
必
要
と

さ
れ
る
能
力
主
義
の
風
潮
が
出
て
き
た
後
は

氏
族
が

教
育
戦
略

と
し
て
大
学
別
曹
を
設
立
し
て

氏
族

の
再
生
産
を
目
指
す
こ
と
に
な

た

日
本
古
代
は
氏
族
の
影
響
が
大
き
い
社
会
で
あ

た
の
で

親
だ
け
に

と
ど
ま
ら
ず
氏
族
が
主
体
と
な

て

教
育
戦
略

を
と
る
形
と
な

た
の
で
あ
ろ
う

 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は

国
家
側
は
こ
の
よ
う
な
大
学
別
曹
の
設
立
と
い
う
貴
族
の

教
育
戦
略

に
対

し
て

ど
の
よ
う
な
対
応
を
取

た
か
と
い
う
点
で
あ
る

 

西
宮
記

巻
十
四

改
銭
裏
書

延
喜
八
年

九
〇
八

十
一
月
二
十
六
日
に
は

以
二

蔵
人
所
新
銭
一

給
二

童
親
王
等
一

男
女
合
十
一
人

各
四
千
文

又
差
二

蔵
人
所
雑
色
一

給
二

大
学

勧
学

奨
学
院
等
一

大
学
二
千

勧
学

奨
学
院
各
一
千
文

此
依
二

前
例
一

と
あ
り

大
学
別
曹
へ
新
銭
給
付
が
行
わ
れ

て
い
る

新
銭
給
付
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は

延
喜
八
年
の
時
点
で
公
認
さ
れ
て
い
る
勧
学
院
・
奨
学
院
の
み

で

学
館
院
は
給
付
の
対
象
に
な

て
い
な
い

つ
ま
り

大
学
別
曹
と
し
て
公
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
給
付

の
条
件
と
な

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

 
ま
た

朝
野
群
載

巻
二
十
六

承
保
三
年

一
〇
七
六

十
二
月
十
五
日
太
政
官
符
所
引
承
暦
二
年

一
〇
七
八

七
月
二
十
五
日
上
野
国
解
に
は

勧
学
院
学
生
料
一
万
束
等

が
み
え

勧
学
院
へ
出
挙
稲

を
給
付
し
た
こ
と
が
窺
え
る

こ
の

勧
学
院
学
生
料
一
万
束
等

は

延
喜
式

主
税
上
に
み
え
る
上
野

国
学
生
料
一
万
束
に
相
当
す
る
と
久
木
氏
は
考
え
ら
れ
て
い
る

18

つ
ま
り

国
学
生
の
た
め
に
設
定
さ
れ

て
い
た
出
挙
稲
が

勧
学
院
学
生
料
に
切
り
替
わ

た
も
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
に
勧
学
院
の
学
生
へ
出
挙
稲
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を
給
付
し
た
の
も

勧
学
院
が
別
曹
と
し
て
公
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す

る

 さ
ら
に

大
学
別
曹
に
は
任
官
に
お
け
る
推
挙
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た

三
院
年
挙
は

勧
学
院
・
学
館

院
・
奨
学
院
の
学
生
を
諸
国
掾
に
任
官
さ
せ
る
制
度
を
い
う

ま
た

勧
学
院
に
は
勧
学
院
学
問
料
が
設
け
ら

れ
て

大
学
の
穀
倉
院
学
問
料
を
給
付
さ
れ
て
い
る
学
生
と
同
様
に
有
利
な
待
遇
を
受
け
る
こ
と
も
あ

た

 

以
上
の
例
の
よ
う
に

大
学
別
曹
と
し
て
公
認
さ
れ
る
と

国
家
か
ら
新
銭
や
出
挙
稲
の
給
付
な
ど
の
財
政

支
援
が
行
わ
れ

任
官
に
お
い
て
も
特
権
を
得
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る

こ
れ
ら
に
よ
り

学
生
の
就
学

環
境
や
進
路
に
お
い
て

大
学
別
曹
の
入
学
対
象
外
の
学
生
と
の
格
差
は
さ
ら
に
拡
大
し
て
い

た
と
考
え
ら

れ
る

国
家
は
大
学
別
曹
を
公
認
し
て
特
権
を
与
え
る
こ
と
で

大
学
別
曹
を
設
立
し
た
氏
族
の
再
生
産
を
推

進
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
言
え
る

 

 

お
わ
り
に 

 

教
育
社
会
史
の
視
点
を
参
考
に
し
つ
つ

日
本
古
代
の
教
育

特
に
教
育
格
差
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た

日
本
古
代
で
も

教
育
制
度
の
持
つ
機
能
で
あ
る

社
会
化

や

選
抜
・
配
分
機
能

が
あ
り

階
層
格
差

と
地
域
格
差
も
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
た

ま
た

延
暦
年
間
以
降

能
力
主
義
が
以
前
よ
り
強
ま

た

結
果

氏
族
が
自
ら
を
再
生
産
す
る
た
め
に

教
育
戦
略

と
し
て
大
学
別
曹
を
設
立
し
た

そ
し
て

国
家

側
も
大
学
別
曹
を
公
認
す
る
こ
と
に
よ

て

藤
原
氏
な
ど
の
氏
族
の
再
生
産
を
推
進
し
て
い

た
の
で
あ
る

 

 

註

 

１

天
野
郁
夫

増
補 

試
験
の
社
会
史

二
〇
〇
七
年

平
凡
社

初
版
は
一
九
八
三
年

 

２

天
野
郁
夫

教
育
と
選
抜
の
社
会
史

二
〇
〇
六
年

筑
摩
書
房

初
版
は
一
九
八
二
年

 

３

以
下

教
育
制
度
の
機
能
に
つ
い
て
は

特
に
言
及
し
な
い
限
り

松
岡
亮
二

教
育
格
差

二
〇

一
九
年

筑
摩
書
房

を
参
照

 

４

古
代
の
教
育
機
関
全
般
を
扱

た
主
要
な
研
究
と
し
て

桃
裕
行

上
代
学
制
の
研
究

修
訂
版

一

九
九
四
年

思
文
閣
出
版

初
版
は
一
九
四
七
年

目
黒
出
版

や
久
木
幸
男

日
本
古
代
学
校
の
研

究

一
九
九
〇
年

玉
川
大
学
出
版
部

が
あ
る

 

５

松
岡
氏
註

３

前
掲
著
書

 

６

空
海
に
つ
い
て
は

曾
根
正
人

空
海

二
〇
一
二
年

山
川
出
版
社

岸
田
知
子

空
海
の
文

字
と
こ
と
ば

二
〇
一
五
年

吉
川
弘
文
館

を
参
照

 

７

宮
田
俊
彦

吉
備
真
備

一
九
六
一
年

吉
川
弘
文
館

 

８

メ
リ
ト
ク
ラ
シ

や
ペ
ア
レ
ン
ト
ク
ラ
シ

に
つ
い
て
は

中
村
高
康

大
衆
化
と
メ
リ
ト
ク
ラ
シ

二
〇
一
一
年

東
京
大
学
出
版
会

耳
塚
寛
明
編

教
育
格
差
の
社
会
学

二
〇
一
四
年

有

斐
閣

志
水
宏
吉

ペ
ア
レ
ン
ト
ク
ラ
シ

二
〇
二
二
年

朝
日
新
聞
出
版

を
参
照

 

９

以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は

拙
稿

日
本
古
代
の
大
学
と
官
人
登
用

ヒ
ス
ト
リ
ア

一
九
八

二
〇
〇
六
年

に
詳
し
い

 

10

令
集
解

選
叙
令
30
秀
才
出
身
条
讃
説
所
引
延
暦
十
三
年
十
月
十
一
日
太
政
官
符

令
集
解

選
叙
令
30
秀
才
出
身
条
朱
説
所
引
延
暦
二
十
一
年
六
月
八
日
太
政
官
奏

 

11

日
本
後
紀

大
同
元
年
六
月
壬
寅

十
日

条

 

12

類
聚
三
代
格

巻
七

天
長
元
年
八
月
二
十
日
太
政
官
符

 

13

西
宮
記

巻
八

裏
書

 

14

日
本
紀
略

仁
和
四
年
三
月
乙
卯

十
八
日

条
に

致
仕
中
納
言
在
原
行
平
上
表

請
下

以
二

奨 

学
院
一

准
二

勧
学
院
一

為
中

学
館
上

と
あ
る

 

15

日
本
紀
略

昌
泰
三
年
九
月
某
日
条
に
は

以
二

奨
学
院
一

為
二

大
学
寮
南
曹
一

の
記
載
が
あ 

る

 

16

海
野
よ
し
美
・
大
津
透

勧
学
院
小
考

山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告

四
二

一
九
九
二 

年

 

17

令
集
解

選
叙
令
34
授
位
条
朱
説
所
引
延
暦
十
四
年
十
月
八
日
太
政
官
符

 

18

久
木
氏
註

４

前
掲
著
書
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Educational Disparities in Ancient Japan 

: From the Viewpoint of Educational Sociology 

 
NIBOSHI Jun * 1   

 
 

This  pape r  has  re v iewe d an cien t  Japanese  edu catio n ,  especi a l ly  edu cat ional  dispari t ies ,  

wi th  re fere nce  to  the  perspe ct ive  o f  edu cat ion al  soc io lo gy .  

In  this  research ,  i t  was  conf i rmed that  e ven  in  ancient  Japan ,  the re  were  "so c ia l i za tion "  

and  "se le c t ion /d i s t r ibut ion fu nct ions , "  whi ch are  the  funct io ns  o f  educat ion ,  an d that  

there  were  c lass  and  reg ional  d ispari t ies .  In  addi t ion ,  Da igaku  Besso（大学 別曹）  was  

establ i she d a s  a n 'educat ional  s t ra tegy '  by  ar i stocra ts  in  o rder  to  reprodu ce  them selves  

as  a  resul t  o f  the  me ri to cracy be comin g s t ronger  a f te r  the  En rya ku  era .  An d the  

gove rnment  a lso  promo ted  the  reprodu ct ion  o f  the  a r is tocra cy  by  o f f i c ia l l y  re cogniz in g 

Dai gaku Besso .  
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