
教育勅語の御渙発百二十年を記念して（阪本）1

　

本
年
、
平
成
二
十
二
年
は
、
明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
日
の
教
育
勅
語
の
御
渙
発
か
ら
百
二
十
年
目
と
な
る
節
目
の
時
で
あ
る
。
こ
こ
二

十
数
年
来
、
日
本
を
取
り
巻
く
環
境
は
驚
く
ほ
ど
の
変
化
を
み
せ
て
い
る
が
、
特
に
教
育
に
つ
い
て
は
目
ま
ぐ
る
し
い
程
の
路
線
変
更
、
い

や
迷
走
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
体
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
昭
和
六
十
年
代
の
中
曽
根
内
閣
時
の
臨
時
教
育
審
議
会
に
お
け
る
議
論
を
出
発
点
と

し
て
、
自
由
化
と
規
制
緩
和
の
レ
ー
ル
が
敷
か
れ
て
い
っ
た
。
義
務
教
育
に
お
い
て
は
、「
詰
め
込
み
教
育
」
の
弊
害
が
声
高
に
叫
ば
れ
、

学
習
指
導
要
領
の
度
重
な
る
改
訂
に
よ
っ
て
時
間
・
科
目
数
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
、
週
休
二
日
制
の
導
入
も
相
俟
っ
て
、
教
え
る
た
め
の
絶

対
的
な
時
間
数
が
著
し
く
減
少
し
た
。「
ゆ
と
り
」
や
「
生
き
る
力
」
を
子
供
た
ち
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
、
と
い
っ
た
名
分
と
は
裏
腹
に
、

巷
間
に
お
い
て
は
、
子
供
た
ち
の
「
学
力
低
下
」
の
み
な
ら
ず
、
教
え
る
側
の
教
員
の
資
質
・
モ
ラ
ル
の
低
下
の
報
は
毎
日
の
よ
う
に
聞
こ

え
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
高
等
教
育
に
お
い
て
も
大
き
な
変
化
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
大
学
は
様
変
わ
り
し
た
。
国
立
大
学
は
独
立
行
政

法
人
と
な
り
、
選
択
と
集
中
の
名
の
下
に
予
算
が
配
分
さ
れ
、
一
部
の
大
学
の
一
人
勝
ち
状
況
は
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
私
立

大
学
に
お
い
て
は
少
子
化
の
中
、
学
生
数
の
確
保
と
生
き
残
り
に
必
死
で
あ
る
。
次
々
と
出
来
す
る
目
先
の
事
態
の
処
理
に
追
わ
れ
、
窮
々

教
育
勅
語
の
御
渙
発
百
二
十
年
を
記
念
し
て

明
治
聖
徳
記
念
学
会
常
務
理
事　
　
　
　
　
　
　

阪

本

是

丸

巻
頭
言
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と
し
て
い
る
大
学
を
、
も
は
や
「
象
牙
の
塔
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
、
何
の
た
め
の
、

だ
れ
の
た
め
の
教
育
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
嘆
き
は
、
己
一
大
学
人
だ
け
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

平
成
十
八
年
に
は
教
育
基
本
法
が
全
面
改
正
さ
れ
、
そ
の
「
前
文
」
お
よ
び
「
教
育
の
目
標
」
に
は
旧
基
本
法
に
は
な
か
っ
た
道
徳
や
公

共
心
の
涵
養
、
伝
統
・
文
化
の
尊
重
、
お
よ
び
我
が
国
・
郷
土
を
愛
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
国
家
の
教
育
方
針
の
原
則
と
し
て
、
こ

れ
ら
は
当
然
盛
り
込
ま
れ
る
べ
き
内
容
で
あ
っ
た
が
、
昨
今
の
こ
れ
ま
た
迷
走
せ
る
政
局
の
下
、
改
正
の
趣
旨
が
ど
う
実
際
の
教
育
に
反
映

さ
れ
る
か
は
い
ま
だ
不
透
明
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ゆ
と
り
教
育
」
に
関
し
て
も
、
修
正
が
加
え
ら
れ
、
再
び
授
業
時
間
を
増
加
さ
せ
る
方

向
へ
と
転
換
し
て
い
る
。
確
固
た
る
国
家
の
教
育
の
行
方
は
未
だ
視
界
不
良
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

教
育
勅
語
が
、「
古
今
ニ
通
シ
テ
謬
ラ
ス
之
ヲ
中
外
ニ
施
シ
テ
悖
」
る
こ
と
の
な
い
、
不
偏
か
つ
不
易
の
道
と
し
て
示
さ
れ
、
わ
ず
か
の

間
に
世
界
に
誇
る
べ
き
高
い
教
育
水
準
を
築
き
上
げ
た
先
人
達
の
跡
を
顧
み
る
こ
と
は
、
今
改
め
て
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
学
会
の
趣
旨

た
る
、
明
治
天
皇
の
御
聖
業
を
後
世
へ
と
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
号
の
テ
ー
マ
と
し
て
「
近
代
日
本
の
教
育
と
伝

統
文
化
」
を
掲
げ
た
。
こ
れ
は
、
単
に
近
代
の
日
本
の
教
育
の
在
り
方
を
顧
み
る
の
み
な
ら
ず
、
右
の
よ
う
な
日
本
の
現
状
に
鑑
み
、
広
く

学
界
に
問
題
を
提
起
し
て
い
き
た
い
と
い
う
趣
旨
で
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

末
筆
な
が
ら
、
本
企
画
に
賛
同
さ
れ
、
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
研
究
例
会
に
御
発
題
、
お
よ
び
投
稿
い
た
だ
い
た
諸
先
生
に
深
く
感
謝
の

意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
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）


