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過
般
、
榎
本
文
部
大
臣
が
地
方
官
に
向
っ
て
徳
育
の
事
を
語
り
、
大
臣
は

儒
教
主
義
を
と
る
者
に
し
て
、
い
ず
れ
近
日
儒
教
の
要
を 

取  

捨 

し
ゅ
し
ゃ

し
て
、
学

生
の
た
め
に
一
書
を
編
纂
せ
し
む
べ
し
と
の
こ
と
な
り
。
然
る
に
、
徳
教
書

編
纂
の
事
は
、
先
年
も
文
部
省
に
発
起
し
て
、
す
で
に
故
森
大
臣
の
時
に

（
明
治
二
十
年
）
倫
理
教
科
書
を
草
し
、
そ
の
草
案
を
福
沢
先
生
に
示
し
て

批
評
を
乞
い
し
に
、
そ
の
節
、
先
生
よ
り
大
臣
に
贈
り
た
る
書
翰
な
ら
び
に

評
論
一
編
あ
り
。
久
し
く
世
人
の
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
し
か
ど
も
、
今
日

ま
た
徳
教
論
の
再
発
に
さ
い
し
、
そ
の
贈
書
の
草
稿
を
左
に
記
し
て
、
読
者

の
参
考
に
供
す
。
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書
翰

　
　
過
般
、
御
送
付 

相  

成 

あ
い
な
り

候
『
倫
理
教
科
書
』
の
草
案
、 

閲  

見 

え
っ
け
ん

、
少
々

　
　
意
見
も 

有  

之 
こ
れ
あ
り

、
別
紙
に
認
し
た
た
め候
。
妄
評
御
海
恕 

被 

下 

度 

く
だ
さ
れ
た
く
、
此
段
、
得き

　
　
貴
意
い
を
え
候
也
。

　
　
　
　
　
　
五
月
　
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
沢
諭
吉

　
　
　
　
　
森
文
部
大
臣
殿

　
倫
理
教
科
書
の
目
的
は
、
人
の
徳
心
を
養
成
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
か
、
た

だ
し
は
人
を
し
て
人
心
の
働
は
た
ら
きを
知
ら
し
め
ん
と
す
る
に
あ
る
か
。
け
だ
し
心

理
を
知
る
者
、
必
ず
し
も
徳
行
の
君
子
に
非
ず
、
徳
行
の
君
子
、
つ
ね
に
心

理
学
に
明
ら
か
な
る
も
の
に
非
ず
。
両
者
の
間
に
区
別
あ
る
は
、
も
と
よ
り
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論
を
ま
た
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。
本
書
す
で
に
教
科
書
の
名
あ
る
か
ら
に
は
、

こ
れ
に
よ
り
て
少
年
学
生
輩
の
徳
心
を
誘
導
し
て
、
純
良
の
君
子
た
ら
し
め

ん
と
の
目
的
な
る
べ
し
。

　
然
ら
ば
す
な
わ
ち
、
徳
行
の
条
目
を
示
し
、
人
た
る
も
の
は
か
く
あ
る
べ

し
、
か
く
あ
る
べ
か
ら
ず
と
、
て
い
ね
い
反
覆
そ
の
利
害
を
説
明
し
て
、
少

年
の
心
を 

薫  

陶 

く
ん
と
う

す
る
こ
そ
、
徳
育
の
本
意
な
る
べ
き
に
、
全
編
の
文
面
を

概
す
れ
ば
、
む
し
ろ
心
理
学
の
解
釈
と
も
名
づ
く
べ
き
も
の
に
し
て
、
読
者

を
し
て
お
よ
そ
人
心
の
働
を
知
り
、
そ
の
運
動
の
様さま
を
了
解
せ
し
む
る
に
は

足
る
べ
し
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
に
よ
り
て
徳
心
の
発
育
を
促
す
の
効
用
い
か

ん
に
お
い
て
は
、
い
さ
さ
か
足
ら
ざ
る
も
の
あ
る
が
如
し
。

　
さ
れ
ど
も
編
末
の
備
考
に
、
「
こ
の
書
に
載
す
る
と
こ
ろ
は
た
だ
倫
理
の
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要
領
の
み
に
し
て
、
広
く
例
を
集
め
つ
ま
び
ら
か
に
証
を
示
す
の
業
は
、
教

師
の
本
分
と
し
て
こ
れ
を
略
せ
り
。
」
と
あ
る
が
ゆ
え
に
、
中
学
校
、
師
範

学
校
の
教
師
が
、
本
書
を
講
ず
る
と
き
に
、
種
々
様
々
の
例
証
を
引
用
し
て
、

学
生
の
徳
行
を
導
く
こ
と
な
ら
ん
。
ず
い
ぶ
ん
易やす
か
ら
ざ
る
業
な
れ
ど
も
、

し
ば
ら
く
実
際
に
行
わ
る
べ
き
も
の
と
し
て
こ
れ
に
し
た
が
う
も
、
な
お
遺

憾
な
き
を
得
ず
。

　
そ
も
そ
も
本
書
全
面
の
立
言
は
、
人
生
戸
外
の
公
徳
を
主
と
し
て
、
家
内

私
徳
の
事
に
は
深
く
論
及
す
る
と
こ
ろ
を
見
ず
。
然
る
に
鄙
見
ひ
け
ん
は
ま
っ
た
く

こ
れ
に
反
し
、
人
間
の
徳
行
を
公
私
の
二
様
に
区
別
し
て
、
戸
外
公
徳
の
本

源
を
家
内
の
私
徳
に
求
め
、
ま
た
そ
の
私
徳
の
発
生
は
夫
婦
の
倫
理
に
原
因

す
る
を
信
ず
る
も
の
な
り
。
本
来
、
社
会 

生  
々 

せ
い
せ
い

の
本もと
は
夫
婦
に
あ
り
。
夫
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婦
の
倫りん
、
紊みだ
れ
ず
し
て
、
親
子
の
親しん
あ
り
、
兄
弟
姉
妹
の
友
愛
あ
り
。
す
な

わ
ち
人
間
の
家
（
ホ
ー
ム
）
を
成
す
も
の
に
し
て
、
こ
れ
を
私
徳
の
美
と
い

う
。
内
に
私
徳
の
修
ま
る
あ
れ
ば
、
外
に
発
し
て
朋
友
の
信
と
な
り
、
治
者

被
治
者
の
義
と
な
り
、
社
会
の
交
際
法
と
な
る
べ
し
。

　
け
だ
し
社
会
は
個
々
の
家
よ
り
な
る
も
の
に
し
て
、
良
家
の
集
合
す
な
わ

ち
良
社
会
な
れ
ば
、
徳
教
究
竟
の
目
的
、
は
た
し
て
良
社
会
を
得
ん
と
す
る

に
あ
る
か
、
須
す
べ
から
く
本もと
に
返
り
て
良
家
を
作
る
べ
し
。
良
家
を
作
る
の
法
は
、

兄
弟
姉
妹
を
し
て
友
愛
な
ら
し
め
、
親
子
を
し
て
親
な
ら
し
む
る
に
あ
り
。

而しこ
うし
て
そ
の
本
源
は
、
夫
婦
の
倫
理
に
発
す
る
も
の
と
知
る
べ
し
。
ゆ
え
に

少
年
の
学
生
に
徳
を
教
う
る
教
科
書
は
、
た
ん
に
私
徳
の
要
を
説
き
、
ま
ず

良
家
の
良
子
女
た
ら
し
め
、
然
る
後
に
社
会
公
徳
の
教
に
移
る
べ
き
は
ず
な
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る
に
、
本
書
の
立
言
、
あ
る
い
は
そ
の
要
を
欠
く
も
の
の
如
し
。

　
今
か
り
に
一
歩
を
譲
り
、
倫
理
教
科
書
中
、
私
徳
の
こ
と
に
説
き
及
ぼ
さ

ざ
る
に
非
ず
、
「
一
家
の
間
は
専
ら
親
愛
を
も
っ
て
な
る
云
々
、
一
夫
一
妻

に
し
て
そ
の
間
に
尊
卑
の
幣
を
免
か
る
る
は
云
々
」
等
の
語
さ
え
あ
れ
ば
、

私
徳
の
要
も
も
と
よ
り
重
ん
ず
る
と
こ
ろ
な
り
と
説
を
作な
す
も
、
本
書
を
も

っ
て
学
校
の
教
科
書
と
な
す
に
お
い
て
は
、
な
お
不
可
な
る
も
の
あ
り
。

　
お
よ
そ
徳
教
の
書
は
、
古
聖
賢
の
手
に
な
り
、
ま
た
そ
の
門
に
出
で
し
も

の
に
し
て
、
主
義
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
天
下
後
世
の
人
が
そ
の
書
を

尊
信
す
る
は
、
そ
の
聖
賢
の
徳
義
を
尊
信
す
る
が
ゆ
え
な
り
。
支
那
の
四
書

五
経
と
い
い
、
印
度
の
仏
経
と
い
い
、
西
洋
の
バ
イ
ブ
ル
と
い
い
、
孔
孟
、

釈
迦
、
耶ヤ
蘇ソ
、
そ
の
人
の
徳
高
き
が
ゆ
え
に
、
書
も
ま
た
と
も
に
光
を
生
じ
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て
、
人
と
と
も
に
信
を
得
る
こ
と
な
り
。
か
り
に
今
日
、 

坊  

間 

ぼ
う
か
ん

の
一
男
子

が
奇
言
を
吐は
く
か
、
ま
た
は
講
談
師
の
席
上
に
弁
じ
た
る
一
論
が
、
偶
然
に

も
古
聖
賢
の
旨
に
か
な
う
と
す
る
も
、
天
下
に
そ
の
言
論
を
信
ず
る
者
な
か

る
べ
し
。
如
何
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
そ
の
言
の
尊
か
ら
ざ
る
に
非
ざ
れ
ど
も
、
徳
義

上
に
そ
の
人
を
信
ず
る
に
足
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

　
然
る
に
今
、
倫
理
教
科
書
は
文
部
省
撰
と
あ
り
。
省
中 

何  

人 

な
ん
ぴ
と

の
手
に
な

り
し
や
。
そ
の
人
は
果
し
て
完
全
高
徳
の
人
物
に
し
て
、
私
徳
公
徳
に
欠
く

る
と
こ
ろ
な
く
、
も
っ
て
天
下
衆
人
の
尊
信
を
博
す
る
に
足
る
べ
き
や
。
諭

吉
に
お
い
て
は
、
文
部
省
中
に
か
か
る
人
物
あ
る
べ
き
を
信
ぜ
ざ
る
の
み
な

ら
ず
、
日
本
国
中
に
そ
の
有
無
を
疑
う
者
な
り
。

　
あ
る
い
は
こ
の
撰
は
、
一
個
人
の
意
見
に
非
ず
し
て
、
一
省
の
協
議
に
な
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り
し
も
の
な
り
と
い
わ
ん
か
。
と
り
も
な
お
さ
ず
日
本
政
府
の
撰
び
た
る
倫

理
論
な
り
。
然しか
ら
ば
す
な
わ
ち
、
今
の
日
本
政
府
を
日
本
国
民
一
種
族
の
集

合
体
と
し
て
、
こ
の
集
合
体
は
は
た
し
て
徳
義
の 

叢  

淵 

そ
う
え
ん

に
し
て
、
こ
と
に

百
徳
の
根
本
た
る
家
の
私
徳
を
重
ん
じ
、
身
の 

内  

行 

な
い
こ
う

を
厳
に
し
て
、
つ
ね

に  

衆    

庶  

し
ゅ
う
し
ょ

の
景
慕
す
る
と
こ
ろ
な
る
や
と
い
う
に
、
諭
吉
、
ま
た
こ
れ
を

信
ず
る
を
得
ず
。

　
あ
る
い
は
い
わ
く
、
倫
理
教
科
書
は
道
徳
の
新
主
義
を
つ
く
り
た
る
に
非

ず
、
東
西
先
哲
の
論
旨
を
述
べ
て
そ
の
要
を
示
し
た
る
ま
で
の
も
の
な
れ
ば
、

そ
の 

何  

人 

な
ん
ぴ
と

の
手
に
な
り
、
ま
た
何
い
ず
れの
辺
よ
り
出
で
た
る
云
々
の
詮
索
は
、

無
益
の
論
な
り
と
の
説
も
あ
ら
ん
な
れ
ど
も
、
鄙
見
ひ
け
ん
を
も
っ
て
す
れ
ば
決
し

て
然
ら
ず
。
貝
原
益
軒
翁
が
、
『
養
生
訓
』
を
著
わ
し
、
『
女
大
学
』
を
撰
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し
て
、
大
い
に
世
の
信
を
得
た
る
は
、
八
十
の
老
翁
が
自
身
の
実
験
を
も
っ

て
養
生
の
法
を
説
き
、
誠
実
温
厚
の
大
儒
先
生
に
し
て
女
徳
の
要
を
述
べ
た

る
が
ゆ
え
に
然
る
の
み
。
も
し
も
こ
の
『
養
生
訓
』
、
『
女
大
学
』
を
し
て
、

益
軒
翁
以
下
、
尋
常
文
人
の
手
に
な
ら
し
め
な
ば
、
折
角
の
著
書
も
さ
ま
で

の
声
価
を
得
ざ
り
し
こ
と
な
ら
ん
。

　
こ
の
他
、
『
唐
詩
選
』
の
李
于
鱗

り
う
り
ん

に
お
け
る
、
百
人
一
首
の
定
家
て
い
か
卿
に
お

け
る
、
そ
の
詩
歌
し
い
か
の
名
声
を
得
て
今
に
い
た
る
ま
で
人
口
に 

膾  

炙 

か
い
し
ゃ

す
る
は
、

と
く
に
選
者
の
学
識
い
か
ん
に
よ
る
を
見
る
べ
し
。
わ
ず
か
に
詩
歌
の
撰
に

し
て
、
な
お
か
つ
然
り
。
い
わ
ん
や
道
徳
の
教
書
た
る
倫
理
教
科
書
の
如
き

に
お
い
て
を
や
。
た
と
え
述
べ
て
作
ら
ず
と
い
う
も
、
そ
の
撰
者
・
述
者
に

帰
す
る
と
こ
ろ
の
責
任
は
、
も
っ
と
も
重
き
も
の
な
り
と
覚
悟
せ
ざ
る
べ
か
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ら
ず
。

　
さ
れ
ば
今
、
こ
れ
を
公
に
し
て
官
公
の
学
校
に
用
う
る
に
あ
た
り
、
書
中

所
記
し
ょ
き
の
主
義
い
か
ん
に
論
な
く
、
大
い
に
天
下
の
尊
信
を
博
す
べ
き
や
否
や

の
一
段
に
い
た
り
て
は
、
諭
吉
の
保
証
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
と
こ
ろ
の
も
の

な
り
。
倫
理
道
徳
の
書
に
し
て
尊
信
の
一
大
要
義
を
欠
く
と
き
は
、
た
と
え

こ
れ
を
教
う
る
も
、
い
た
ず
ら
に
論
議
批
評
の
媒
介
と
な
り
て
、
学
生
中
に

お
い
て
も
、
ひ
そ
か
に
是ぜ
非ひ  
喋    

々  
ち
ょ
う
ち
ょ
う
の
言
を
聞
く
こ
と
あ
る
べ
し
。

　
こ
こ
に
お
い
て
か
、
こ
れ
を
教
う
る
者
は
、
も
と
よ
り
少
年
学
生
輩
の
是

非
論
を
許
す
べ
き
に
非
ざ
れ
ば
、
陰
に
陽
に
さ
ま
ざ
ま
の
方
便
を
用
い
て
、

そ
の
黙
従
を
促
さ
ざ
る
を
え
ず
。
す
な
わ
ち
人
に
徳
教
を
強
ゆ
る
も
の
に
し

て
、
そ
の
教
の
よ
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
の
本
源
は
政
府
に
あ
り
と
い
う
。
諭
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吉
は
政
府
の
た
め
を
謀
は
か
って
惜
む
者
な
り
。

　
ゆ
え
に
本
書
の
如
き
は
民
間
一
個
人
の
著
書
に
し
て
、
そ
の
信
不
信
を
ば

ま
っ
た
く
天
下
の
公
論
に
任
じ
、
各
人
自
発
の
信
心
を
も
っ
て
こ
れ
を
読
ま

し
む
る
は
、
な
お
可
な
り
と
い
え
ど
も
、
い
や
し
く
も
政
府
の
撰
に
係
る
も

の
を
定
め
て
教
科
書
と
な
し
、
官
立
・
公
立
の
中
学
校
・
師
範
学
校
等
に
用

う
る
は
、
諭
吉
の
服
せ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。
い
わ
ん
や
書
中
の
立
言
、
公
徳

論
を
先
に
し
て
私
徳
に
論
及
す
る
こ
と
少
な
き
に
お
い
て
を
や
。
少
年
学
生

等
の
た
め
に
適
し
た
る
も
の
と
い
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
沢
諭
吉
　
妄
評
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
福
沢
諭
吉
教
育
論
集
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1991
（
平
成3

）
年3

月18

日
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
福
澤
諭
吉
全
集
　
第12

巻
」
岩
波
書
店

　
　
　1960

（
昭
和35
）
年10

月1

日
初
版
発
行

　
　
　1970

（
昭
和45
）
年9
月14

日
再
版
発
行

初
出
：
「
時
事
新
報
」
時
事
新
報
社

　
　
　1890

（
明
治23

）
年3

月18
日

入
力
：
田
中
哲
郎

校
正
：noriko saito
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2009

年6

月12

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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