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現
在
の
文
部
大
臣
中
橋
氏
は
こ
れ
ま
で
の 

伴  

食  

大  

臣 

ば
ん
し
ょ
く
だ
い
じ
ん
と
ち
が
っ
て
、

教
育
界
の
現
状
を
憂
慮
す
る
誠
実
と
、
そ
れ
を
改
造
す
る
意
志
と
を
多
分
に

持
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
、
そ
の
う
え
、
改
造
を
断
行
す
る
実
力
を
も

兼
備
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
私
は
中
橋
氏
を
信
頼
し
て
、
こ
こ

に
私
が
平
素
か
ら
希
望
し
て
い
る
教
育
改
造
の
一
端
を
御
参
考
ま
で
に
述
べ

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
第
一
に
は
、
教
育
が
国
民
か
ら
孤
立
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
頂
き
た
い

の
で
す
。
明
治
の
初
年
こ
の
か
た
何
事
も
官
僚
に
由
っ
て
切
り
盛
り
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
未
開
時
代
に
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
教
育
も
ま
た
官
僚
化
し
た
こ

と
は
や
む
を
え
な
い
歴
史
的
過
程
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
今
は
も
う
教
育
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の
民
主
主
義
化
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
機
に
達
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
。

　
現
在
の
教
育
は
文
部
大
臣
と
、
そ
れ
に
属
す
る
官
僚
的
教
育
者
と
に
由
っ

て
支
配
さ
れ
て
い
る
教
育
で
す
。
臨
時
教
育
会
議
と
い
う
よ
う
な
文
部
大
臣

の 

諮  

詢 

し
じ
ゅ
ん

機
関
が
出
来
て
、
官
民
の
間
か
ら
委
員
が
選
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る

よ
う
で
す
が
、
そ
の
実
際
は
真
の
国
民
の
代
表
者
は
参
加
し
て
お
ら
ず
、
国

民
の
中
の
特
権
階
級
で
あ
る
少
数
の
財
閥
者
が
そ
れ
も
ほ
ん
の
申
訳
だ
け
に

一
、
二
の
人
た
ち
が
加
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
私
は
司
法
部
の
改
造
を

唱
え
る
人
た
ち
が
陪
審
制
度
を
要
望
し
、
そ
れ
に
依
っ
て
司
法
部
の
民
主
主

義
化
を
計
ろ
う
と
す
る
よ
う
に
、
府
、
県
、
市
、
町
、
村
に
民
選
の
教
育
委

員
を
設
け
て
、
我
国
の
教
育
制
度
を
各
自
治
体
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
教
育
委
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員
の
自
由
裁
量
に
一
任
し
、
こ
れ
ま
で
の
官
僚
的
画
一
制
度
を
破
る
と
共
に
、

普
通
高
等
一
切
の
教
育
を
国
民
自
治
の
中
に
発
達
さ
せ
て
行
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
教
育
委
員
と
し
て
は
、
そ
の
三
分
の
一
を
教
育
界
の
経
験
家
か
ら
選
挙
し
、

三
分
の
二
は
す
べ
て
の
階
級
に
わ
た
る
家
庭
に
あ
っ
て
現
に
数
人
の
子
女
を

教
育
し
つ
つ
あ
る
父
母
か
ら
選
挙
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
家
庭
教

育
の
経
験
者
　
　
実
際
に
我
子
の
教
育
に
責
任
を
感
じ
て
い
る
父
母
　
　
を

し
て
国
民
教
育
に
参
加
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
育
を
以
て
国
民
の
自

発
的
要
求
た
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
依
っ
て
教
育
が
国
民
自
身
の

も
の
と
な
る
事
が
出
来
、
ま
た
今
日
の
よ
う
に
国
民
が
学
校
教
育
に
冷
淡
で

あ
る
と
い
う
よ
う
な
変
態
を
生
じ
る
こ
と
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
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す
。

　
今
日
は
文
部
省
の
専
制
的
裁
断
に
屈
従
し
た
教
育
で
す
。
国
民
は
全
く
そ

の
子
女
が
如
何
な
る
理
想
と
手
段
と
に
依
っ
て
教
育
さ
れ
て
い
る
か
を
知
り

ま
せ
ん
。
国
民
に
依
っ
て
討
議
さ
れ
承
認
さ
れ
た
教
育
で
は
な
い
の
で
す
。

現
に
子
女
を
持
っ
た
家
庭
の
父
母
に
し
て
、
そ
の
子
女
が
小
学
初
め
中
学
程

度
の
学
校
に
お
い
て
何
を
学
び
つ
つ
あ
る
か
を
明
確
に
認
識
し
て
い
る
者
が

幾
人
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
彼
ら
は
そ
の
子
女
の
た
め
に
最
も
大
切
な
二
つ
の

教
育
、
即
ち
家
庭
教
育
と
学
校
教
育
と
を
如
何
に
協
同
し
統
一
せ
し
む
べ
き

か
を
知
ら
な
い
の
は
勿
論
、
学
校
教
育
に
対
し
て
そ
の
是
非
を
批
判
す
る
材

料
さ
え
持
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
れ
が
ど
う
し
て
国
民
教
育
の
名
に
値
す

る
教
育
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
。
教
育
が
国
民
か
ら
孤
立
し
て
い
る

6教育の民主主義化を要求す



と
私
の
い
う
の
は
こ
れ
が
た
め
で
す
。

　
学
校
教
育
は
子
女
を
教
育
の
機
械
た
ら
し
め
る
も
の
で
な
く
、
子
女
を
し

て
そ
の
年
頃
に
必
要
な
一
つ
の
生
活
を
創
造
せ
し
め
る
事
で
す
。
そ
の
生
活

は
子
女
自
身
の
生
活
で
す
が
、
教
育
者
は
現
在
の
社
会
生
活
か
ら
得
た
知
識

と
感
情
と
を
以
て
、
そ
れ
ら
の
子
女
の
生
活
を
輔
導
し
助
成
す
る
用
意
が
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
る
に
教
育
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
教
育

者
も
ま
た
国
民
か
ら
孤
立
し
て
い
る
た
め
に
、
彼
ら
が
我
国
の
司
法
官
が
非

常
識
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
国
民
の
実
際
生
活
に
つ
い
て
極
め
て
貧
弱
な
経

験
し
か
持
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
教
育
者
の
こ
う
い
う
欠
陥
を
補
う
た
め
に

も
、
多
数
の
教
育
委
員
を
家
庭
の
父
母
か
ら
選
挙
し
て
官
選
司
法
官
に
対
す

る
陪
審
司
法
官
の
よ
う
に
、
教
育
者
の
協
同
責
任
者
た
ら
し
め
る
必
要
が
あ
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る
と
思
い
ま
す
。

　
国
民
の
参
与
を
許
さ
な
い
教
育
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
今
日
ま
で
の
よ
う
に
家

庭
の
父
母
が
学
校
教
育
に
対
し
て
冷
淡
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
教
育
委
員
と

し
て
各
自
治
体
の
教
育
に
参
与
す
る
権
利
が
多
数
の
父
母
に
容
認
さ
れ
る
暁

に
は
、
子
女
の
教
育
に
対
す
る
国
民
の
自
覚
が
俄にわ
か
に
尖
鋭
と
な
り
、
そ
の

権
利
を
立
派
に
行
使
す
る
だ
け
の
実
力
が
国
民
に
備
わ
っ
て
行
く
こ
と
を
私

は
予
断
し
ま
す
。
こ
う
い
う
風
に
国
民
の
自
発
的
要
求
に
支
持
さ
れ
て
こ
そ

初
め
て
国
民
教
育
の
意
義
を
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
只
今

の
よ
う
に
、
学
校
か
ら
父
母
に
対
し
て
、
時
々
の
参
観
や
学
校
に
対
す
る
注

意
を
形
式
的
に
求
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
間
は
、
決
し
て
教
育
は
国
民
化
せ

ず
、
官
僚
任
せ
の
孤
立
的
教
育
に
停
滞
す
る
の
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
だ
と
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思
い
ま
す
。

　
第
二
に
私
の
希
望
す
る
改
造
は
、
小
学
及
び
中
学
程
度
の
学
校
に
お
け
る

国
語
科
の
一
大
整
理
で
す
。
誰
に
も
気
が
附
く
通
り
、
只
今
の
学
科
の
配
置

で
は
国
語
が
余
り
に
多
く
の
時
間
を
占
め
て
い
ま
す
。
私
は
国
語
を
愛
重
す

る
こ
と
に
お
い
て
、
詩
人
と
し
て
何
人
に
も
譲
ら
な
い
熱
情
を
持
っ
て
い
る

者
で
あ
る
と
共
に
、
国
語
に
対
す
る
理
解
に
つ
い
て
も
相
応
の
自
信
を
持
っ

て
い
る
一
人
で
す
。
私
の
慎
重
に
考
察
す
る
所
で
は
、
国
語
は
国
民
の
意
志

を
表
示
し
合
う
手
段
で
す
。
既
に
手
段
で
あ
る
以
上
、
国
民
の
言
語
と
し
て

は
、
端
的
に
国
民
の
意
志
を
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
て
、
そ
れ
が
自
由
に
か

つ
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
手
段
の
た
め
に

主
要
な
意
志
の
表
示
が
不
自
由
に
な
り
、
迂
遠
う
え
ん
に
な
り
、
あ
る
い
は  

晦    

か
い
じ
ゅ
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渋  う
に
な
る
よ
う
で
は
、
決
し
て
最
上
の
手
段
と
い
わ
れ
な
い
の
で
す
。
ま

た
出
来
る
だ
け
そ
の
手
段
は
誰
に
も
容
易
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
必
要
と
し
、
手
段
を
学
ぶ
た
め
に
特
に
多
く
の
心
力
と
時
間
と
を
消
費
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
よ
う
で
は
面
白
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
国
語
に
対
す
る
私
の
こ
の
見
解
が
承
認
し
て
頂
け
る
な
ら
ば
、
普
通
教
育

に
お
け
る
国
語
は
専
ら
口
語
体
の
み
を
課
す
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
口

語
体
は
現
在
の
国
民
の
思
想
感
情
を
最
も
明
確
に
表
示
し
て
、
命
も
、
血
も
、

熱
も
こ
れ
に
打
込
ん
だ
第
一
次
的
の
言
語
で
あ
る
の
で
す
か
ら
、
す
べ
て
の

子
女
は
早
く
か
ら
家
庭
で
こ
れ
に
習
熟
し
て
い
ま
す
。
学
校
に
お
い
て
は
、

そ
れ
を
書
き
あ
ら
わ
す
文
字
と
、
少
し
の
口
語
の
規
則
と
を
教
え
さ
え
す
れ

ば
、
子
女
を
そ
れ
を
鳥
の
自
ら
囀
さ
え
ずる
よ
う
に
、
楽
々
と
し
て
読
み
か
つ
書
く
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こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
そ
の
上
す
べ
て
の
読
本
を
口
語
体
で
統
一
す
れ
ば
、

特
に
国
語
読
本
を
授
け
る
必
要
も
な
く
な
り
、
作
文
も
頭
に
浮
ん
だ
第
一
の

思
想
を
そ
の
ま
ま
写
せ
ば
好
く
、
こ
れ
が
た
め
に
子
女
及
び
教
師
の
心
力
と
、

授
業
の
時
間
と
を
ど
れ
だ
け
多
く
他
の
有
用
な
学
科
に
善
用
し
得
る
か
知
れ

ま
せ
ん
。

　
文
章
体
の
言
語
は
古
代
人
の
言
語
で
す
。
そ
れ
は
決
し
て
現
代
人
の
精
神

や
感
覚
を
端
的
に
表
示
し
得
る
も
の
で
な
く
、
そ
れ
を
現
代
に
役
立
て
よ
う

と
す
れ
ば
、
我
々
は
先
ず
そ
の
型
を
学
ば
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
文
章
体
の
言
語
は
、
今
日
も
な
お
不
完
全
な
日
本
文
典
で
辛
抱
し
て

い
る
ほ
ど
に
、
科
学
的
に
出
来
上
っ
た
言
語
で
は
な
く
、
直
覚
を
以
て
感
得

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
所
の
多
い
特
殊
な
詩
的
言
語
で
あ
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
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現
代
の
国
民
の
実
用
語
と
す
る
教
育
方
針
が
も
と
も
と
間
違
っ
て
い
る
の
で

す
。
世
間
に
は
漢
字
の
廃
止
を
唱
え
る
人
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
漢
字
は
放

任
し
て
置
い
て
も
必
要
な
も
の
以
外
は
次
第
に
行
わ
れ
な
い
傾
向
を
持
っ
て

い
ま
す
が
、
文
章
語
の
文
法
は
こ
れ
を
教
育
に
お
い
て
英
断
に
除
外
し
な
い

限
り
、
永
久
に
国
民
の
意
思
表
示
を
困
難
に
し
て
、 

莫  

大 

ば
く
だ
い

な
禍
害
を
国
民

生
活
に
与
え
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
文
章
語
が
ど
れ
だ
け
私
た
ち
の
意
志

を
曲
げ
た
り
、
稀
薄
に
し
た
り
、 

勿  

体 

も
っ
た
い

ぶ
ら
せ
た
り
、
誇
張
さ
せ
た
り
し

て
い
る
か
は
説
明
を
要
し
な
い
事
実
で
す
。
倫
理
教
育
に
お
い
て
「
真
実
を

尊
べ
」
と
か
「
正
直
に
物
を
い
え
」
と
か
教
え
て
置
き
な
が
ら
、
文
章
語
の

読
本
及
び
作
文
に
お
い
て
は
、
反
対
に
、
意
識
し
て
真
実
か
ら
遠
ざ
か
っ
た

文
章
を
読
み
か
つ
綴つづ
ら
せ
て
い
る
の
で
す
。
手
段
を
学
ぶ
た
め
に
多
大
の
心
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力
と
時
間
と
を
消
費
す
る
の
も
文
章
語
で
あ
り
、
そ
の
手
段
の
た
め
に
か
え

っ
て
目
的
の
意
志
表
示
を
不
便
不
自
由
に
す
る
の
も
文
章
語
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
私
の
こ
の
意
見
に
反
対
さ
れ
る
人
た
ち
は
、
小
学
な
り
、
中
学
な
り
、

女
学
校
な
り
の
い
ず
れ
か
の
読
本
を
一
読
さ
れ
る
な
ら
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
承

認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
何
事
に
せ
よ
、
旧
式
に
属
す
る
手
段
に

多
く
の
崇
拝
と
未
練
と
を
持
つ
国
民
は
、
文
化
的
に
世
界
と
進
歩
を
競
い
得

る
積
極
主
義
の
国
民
で
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
或
人
た
ち
は
反
対
し
て
い
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
文
章
語
は
単
純
な
る
意
志

表
示
の
手
段
で
は
な
く
、
そ
れ
に
は
日
本
国
民
の
貴
重
な
る
伝
統
的
精
神
が

含
ま
れ
て
い
る
。
文
章
語
の
廃
絶
は
や
が
て
国
民
性
の
廃
絶
で
あ
る
と
。
恐

ら
く
こ
れ
は
保
守
主
義
者
の
拠
っ
て
以
て
自
ら
守
る
有
力
な
反
対
理
由
で
あ
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ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
私
は
、
手
段
た
る
言
語
に
依
っ
て
国
民
の
精
神

が
左
右
さ
れ
る
も
の
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
そ
の
貴
重
な
伝
統
的
精
神
は
現
代

人
の
言
語
で
あ
る
と
こ
ろ
の
口
語
に
新
訳
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
現
に
私

た
ち
は
和
漢
の
古
文
を
読
ん
だ
り
、
そ
の
講
義
を
聴
い
た
り
す
る
時
、
も
と

の
古
文
の
ま
ま
で
は
受
用
し
て
い
ず
、
そ
れ
を
一
々
現
代
の
言
語
に
意
訳
し

て
理
解
し
て
い
ま
す
。
日
本
人
の
古
代
精
神
が
す
べ
て
『
古
事
記
』
や
『
万

葉
集
』
の
言
語
に
依
る
の
で
な
け
れ
ば
理
解
が
出
来
な
い
と
い
う
も
の
で
な

い
限
り
、
今
日
に
も
な
お
必
要
だ
と
思
う
古
代
精
神
は
、
そ
れ
を
自
由
に
現

代
の
口
語
に
新
訳
し
て
教
育
す
れ
ば
好
い
の
で
す
。
古
文
を
教
え
な
い
と
い

う
事
は
決
し
て
古
代
精
神
を
教
え
な
い
と
い
う
事
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た

古
文
の
教
育
は
大
学
そ
の
他
の
高
等
教
育
機
関
に
お
い
て
特
別
に
施
し
さ
え
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す
れ
ば
決
し
て
反
対
論
者
の
杞
憂
き
ゆ
う
の
よ
う
に
廃
絶
す
る
も
の
で
な
い
と
思
い

ま
す
。

　
第
三
に
私
の
注
意
し
た
い
所
は
、
現
在
の
国
語
読
本
や
修
身
読
本
に
書
か

れ
て
い
る
口
語
体
が
余
り
に
悪
文
に
満
ち
て
い
る
こ
と
で
す
。
ど
の
文
章
を

取
っ
て
見
て
も
、
こ
れ
が
現
代
語
で
書
か
れ
た
立
派
な
文
章
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
も
の
を
発
見
し
ま
せ
ん
。
教
科
書
の
文
章
は
必
ず
し
も
名
文
た
る
こ
と

を
要
し
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
と
に
か
く
立
派
な
現
代
文
の
標
本
で
あ
っ
て

欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
果
し
て
現
代
の
日
本
は
こ
ん
な
に
み
す
ぼ
ら
し
い
文

章
を
以
て
標
本
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
に
文
学
の
進
歩
が
停
滞
し
て
い
る
で

し
ょ
う
か
。
私
は
こ
の
点
に
も
日
本
の
教
育
が
他
の
社
会
か
ら
孤
立
し
て
い

る
こ
と
を
悲
み
ま
す
。
明
治
大
正
の
文
学
者
の
努
力
は
、
前
代
に
な
か
っ
た
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と
こ
ろ
の
非
常
に
優
れ
た
口
語
体
の
文
章
を
創
造
し
て
い
ま
す
。
国
語
教
育

は
、
ど
う
し
て
そ
れ
ら
の
最
も
進
歩
し
た
現
代
の 

溌  

溂 

は
つ
ら
つ

た
る
国
語
と
協
力

す
る
所
が
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
現
代
の
進
歩
し
た
国
語
と
離
れ
て
存

在
し
得
べ
き
真
の
国
語
教
育
は
な
か
ろ
う
と
考
え
ま
す
。

　
殊
に
私
の
不
快
に
思
う
こ
と
は
、
読
本
に
挿
ま
れ
た
長
い
詩
や
唱
歌
が

（
昭
憲
皇
后
の
御
製
は
別
と
し
て
）
口
語
体
の
も
、
文
章
体
の
も
、
す
べ
て

詩
歌
と
し
て
の
価
値
を
持
っ
て
い
な
い
事
で
す
。
散
文
が
既
に
悪
文
で
あ
る

の
に
、
更
に
一
層
拙
悪
野
卑
な
散
文
の
横
書
き
を
以
て
詩
歌
の
名
を
僭
し
て

い
る
の
で
す
。
我
国
の
伝
統
的
精
神
を
尊
重
す
る
な
ら
、
前
代
の
文
学
に
現

れ
た
優
雅
な
国
民
性
を
こ
う
い
う
所
に
細
心
に
発
揮
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま

す
。
明
治
大
正
の
新
し
い
詩
歌
に
未
成
品
が
多
い
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
の
読

16教育の民主主義化を要求す



本
に
あ
る
詩
歌
よ
り
ど
れ
だ
け
高
く
真
の
芸
術
品
と
な
っ
て
い
る
か
知
れ
ま

せ
ん
。

　
一
体
に
文
部
省
が
現
代
の
国
語
学
者
を
文
学
者
の
よ
う
に
誤
解
し
て
い
る

の
が
宜
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
国
語
読
本
の 

編  

纂 

へ
ん
さ
ん

に
専
門
の
詩
人
や
文

学
者
を
除
外
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
う
い
う
粗
野
な
読
本
が
出
来
上
り
、
こ

れ
に
依
っ
て
国
民
の
感
情
教
育
が
非
常
に
退
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
私
は
こ
の
見
地
か
ら
、
国
語
読
本
や
修
身
読
本
の
国
民
化
を
望
み
、
現

代
の
国
民
的
文
学
者
を
そ
の
編
纂
に
参
加
さ
せ
て
、
完
全
な
る
口
語
体
を
以

て
統
一
的
に
改
修
し
て
頂
く
こ
と
を
中
橋
文
相
に
御
相
談
し
ま
す
。
（
一
九

一
九
年
四
月
二
十
五
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
中
央
公
論
』
一
九
一
九
年
五
月
）
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