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本
書
の
主
題
は
、「
啓
蒙
」
と
「
教
育
」
と
の
関
連
で
あ
る
。
そ
の
際
、
焦
点
づ
け
た
の
は
、「
啓
蒙
」
と
そ
の
「
野

蛮
化
」
へ
の
人
々
の
向
き
合
い
方
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
二
次
大
戦
の
惨
禍
を
経
て
、
啓
蒙
の
展

開
が
「
真
に
人
間
的
な
状
態
」
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、「
一
種
の
新
し
い
野
蛮
状
態
」
を
も
た
ら
す
逆
説
的
な
事

態
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
で
あ
る
。
こ
の
啓
蒙
の
野
蛮
化
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム

に
限
ら
ず
、
こ
れ
に
対
抗
し
た
合
衆
国
に
も
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
現
代
の
我
が
国
も
例
外
で
は
な
い
。

　
高
度
産
業
化
、
少
子
化
、
財
政
危
機
の
も
と
で
、
近
年
の
我
が
国
の
教
育
制
度
は
、
合
理
的
で
無
駄
を
排
し
た
、
効

率
的
な
組
織
化
を
め
ざ
し
て
き
た
。
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
は
、
他
の
一
切
の
組
織
化
様
式
を
排
除
し
た

「
官
僚
制
」
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
他
の
一
切
の
合
理
性
を
排
除
し
た
「
技
術
的
合
理
性
」
の
制
覇
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
官
僚
制
的
・
技
術
合
理
主
義
的
な
シ
ス
テ
ム
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
こ
れ
を
主
体
的
に
担
う
べ
く
誘
導
さ

れ
る
組
織
成
員
の
多
く
は
、
得
体
の
し
れ
な
い
不
全
感
に
よ
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
モ
ラ
ー
ル
そ
の
も
の
を
失

い
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
大
学
教
育
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
現
場
で
み
て
き
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
組
織
の
合

理
化
や
機
能
化
の
も
た
ら
す
不
合
理
性
で
あ
り
機
能
不
全
で
あ
る
。
ま
さ
に
啓
蒙
の
野
蛮
化
そ
の
も
の
で
あ
る
。
本
書

は
し
が
き



はしがき
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で
は
、
こ
の
啓
蒙
の
野
蛮
化
に
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
多
面
的
に
考
え
て
み
た
。

　「
啓
蒙
」
は
、
人
類
史
を
導
く
巨
大
な
文
明
化
の
運
動
で
あ
る
。
そ
し
て
「
教
育
」
は
、
人
類
が
自
身
を
文
明
化
す

る
自
己
啓
蒙
で
あ
る
。
し
か
し
、
啓
蒙
は
と
き
と
し
て
野
蛮
化
す
る
。
啓
蒙
の
あ
り
よ
う
が
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
歴
史

的
場
面
で
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
野
蛮
化
の
あ
り
よ
う
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。
近
代
以
降
の
啓
蒙
の
爆

発
的
な
進
展
の
も
と
で
、
そ
の
野
蛮
化
も
ま
た
、
あ
る
場
合
に
は
目
に
立
つ
非
日
常
的
な
仕
方
で
、
別
の
場
合
に
は
目

立
た
な
い
日
常
的
な
仕
方
で
、
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。
本
書
で
は
、
一
九
一
〇
年
あ
た
り
か
ら
後
の
啓
蒙
と
そ
の
野

蛮
化
へ
の
向
き
合
い
方
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　
本
書
の
中
核
を
な
す
の
は
、
師
弟
関
係
に
あ
る
田
邊
元
、
森
昭
、
そ
し
て
筆
者
の
理
論
で
の
啓
蒙
の
野
蛮
化
へ
の
向

き
合
い
方
で
あ
る
。
こ
の
三
者
の
理
論
的
継
承
は
、
前
大
戦
を
は
さ
む
京
都
学
派
教
育
学
の
展
開
の
う
ち
に
あ
る
。
し

た
が
っ
て
本
書
で
は
、
啓
蒙
の
野
蛮
化
へ
の
対
峙
と
い
う
局
面
か
ら
、
京
都
学
派
教
育
学
の
理
論
的
諸
特
質
の
一
つ
を

検
討
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
特
異
な
京
都
学
派
教
育
学
の
理
論
展
開
を
（
そ
れ
を
包
み
込
む
）
包
括
的
な
時
空
間
の
う
ち
に
マ
ッ
ピ
ン
グ
す

る
た
め
に
、
ま
ず
、
第
一
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
啓
蒙
の
野
蛮
化
へ
の
理
論
的
対
峙
を
概
括

的
に
把
握
し
、
次
い
で
、「
遠
野
、
花
巻
、
盛
岡
　
一
九
一
〇
年
」
の
時
空
間
に
お
け
る
若
干
の
民
俗
学
者
・
文
学
者

た
ち
の
対
峙
を
概
観
し
た
。
こ
の
概
観
に
よ
っ
て
、
京
都
学
派
教
育
学
に
よ
る
啓
蒙
の
野
蛮
化
へ
の
理
論
的
対
峙
の
特

質
と
意
義
と
限
界
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。


