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当
時
の
文
部
省
へ
提
出
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
必
要
資
料
の
下
書
き

の
よ
う
で
あ
る
。
平
成
四
年（
一
九
九
二
）三
月
刊
行
分
ま
で
が
記
載

さ
れ
て
い
て
、
幸
い
に
も
本
書
に
収
載
し
た
論
考
は
す
べ
て
含
ま
れ

て
い
た
。
本
来
な
ら
私
が
解
題
を
記
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、

先
生
ご
自
身
の
言
葉
で
論
旨
や
執
筆
の
意
図
を
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
へ
の
想
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
と

い
う
意
味
で
も
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
掲
載
に
あ
た
り
原
文
を
で
き
る
限
り
活
か
す
た
め
、
水
野
先
生
独

特
の
仮
名
遣
い
、
送
り
仮
名
も
含
め
て
残
さ
れ
た
下
書
き
原
稿
そ
の

ま
ま
と
し
、
若
干
の
読
点
を
加
え
る
程
度
に
留
め
た
。
し
た
が
っ
て
、

本
文
中
で
は
統
一
に
よ
り
消
え
て
し
ま
っ
た
、
た
と
え
ば
人
面
墨
描

土
器
な
ど
の
文
字
も
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

　
数
多
い
水
野
先
生
の
論
考
の
中
か
ら
、
ま
ず
広
義
の
ま
じ
な
ひ
に

関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
抽
出
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
少
し
平

易
に
書
か
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
も
の
十
数
編
に
絞
り
込
ん
だ
。
そ

の
上
で
、
先
生
自
ら
が
本
書
の
刊
行
を
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
か
の

よ
う
な
「
ま
じ
な
ひ
の
世
界
・
事
始
」
の
論
考
を
序
に
据
え
て
、
そ

の
他
を
大
き
く
二
つ
に
ま
と
め
た
。

　
ま
ず
前
半
に
「
ま
じ
な
ひ
入
門
」
の
章
を
置
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

ま
じ
な
ひ
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
と
し
、
後
半
に
「
呪
符
と
呪
儀
」
と

い
う
、
一
部
で
は
今
も
我
々
の
身
近
に
あ
る
ま
じ
な
ひ
世
界
に
つ
い

て
学
べ
る
よ
う
に
区
分
し
た
。

　
さ
て
、
本
書
に
収
載
し
た
各
論
考
に
つ
い
て
は
、
生
前
、
水
野
先

生
ご
自
身
が
各
論
考
を
要
約
し
、
短
く
ま
と
め
ら
れ
た
資
料
が
残
っ

て
い
る
。
ど
う
や
ら
奈
良
大
学
に
大
学
院
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
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語
で
表
現
す
れ
ば
い
い
と
と
い
た
。

◎
古
代
の
笑
ひ
に

　
日
本
古
代
の
笑
ひ
が
如
何
な
る
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
か
、
縄

文
仮
面
の
笑
ひ
を
呼
ぶ
表
情
や
埴
輪
人
物
中
の
楯
持
人
の
顔
の
表
情
、

農
夫
婦
の
田
遊
び
に
見
ら
れ
る
笑
ひ
の
表
情
を
通
じ
て
、
笑
ひ
が
疫

鬼
を
却
け
、
陰
気
を
は
ら
ひ
、
光
明
世
界
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
詳
細
に
語
っ
た
。

◎
戯
画

　
奈
良
時
代
の
戯
画
と
呼
ば
れ
る
資
料
を
集
成
し
、
そ
の
背
景
に
あ

る
心
性
を
と
い
た
。
人
面
墨
書
土
器
と
呼
ば
れ
る
壺
や
皿
型
土
器
の

絵
画
が
疫
鬼
を
中
心
と
す
る
祓
流
し
の
絵
で
あ
る
こ
と
、
別
に
呪
詛

の
絵
画
資
料
と
み
な
さ
れ
る
秋
田
城
発
見
の
弓
矢
と
係
る
人
像
な
ど

種
々
相
を
示
し
た
。

◎
人
面
墨
書
土
器

　
平
城
京
や
河
内
で
発
掘
さ
れ
る
人
面
墨
描
土
器
の
例
が
増
加
。
そ

の
大
部
分
が
小
壺
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
延
喜
式
や
そ
の
他
の
史

料
か
ら
そ
の
祓
え
の
贖（
あ
が
な
へ
）の
小
壺
と
し
て
の
用
途
を
導
き
、

さ
ら
に
描
か
れ
た
人
面
と
酔
胡
從
面
も
対
比
し
、
疫
鬼
―
流
行
神
の

表
情
で
あ
ろ
う
と
し
た
。

序◎
ま
じ
な
ひ
の
世
界
・
事
始

　
研
究
者
の
全
く
な
い
ま
じ
な
ひ
で
世
界
を
ど
の
よ
う
に
復
原
す
る

の
か
、
そ
の
言
触
れ
と
し
て
、
す
で
に
検
討
を
お
へ
て
い
た
分
析
に

つ
い
て
全
般
を
見
通
し
な
が
ら
判
り
や
す
く
説
明
し
、
そ
の
体
系
を

概
略
示
し
た
。

Ⅰ
　
ま
じ
な
ひ
入
門

◎
古
代
の
祭
礼
と
儀
礼

　
従
前
、
都
市
と
し
て
の
平
城
京
、
律
令
制
下
の
各
地
の
官
衙
を
め

ぐ
っ
て
は
宗
教
的
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
乏
し
か
っ
た
。
仏
教
や
神
道

と
は
異
る
道
教
的
―
陰
陽
道
的
な
祭
礼
・
儀
礼
を
殺
馬
漢
神
、
人
面

墨
書
土
器
と
祓
流
し
、
福
徳
神
を
め
ぐ
る
祭
礼
な
ど
を
と
り
あ
げ
、

具
体
的
に
そ
の
内
容
を
の
べ
た
。

◎
漢
礼
　
道
教
的
世
界
の
受
容

　
中
国
で
発
達
し
た
組
織
的
な
道
教
は
そ
の
ま
ま
の
姿
で
は
日
本
に

伝
わ
ら
な
い
。
道
観
も
道
士
も
姿
を
み
せ
な
い
。
し
か
も
陰
陽
道
と

い
う
名
で
呼
ば
れ
る
以
前
の
道
教
的
世
界
は
、
中
国
の
日
常
的
な
道

教
が
中
心
で
あ
る
。
こ
う
し
た
道
教
的
世
界
を
「
漢
礼
」
と
い
う
用
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べ
た
。

◎
鬼
神
と
人
と
そ
の
動
き

　
呪
符
や
呪
法
書
の
中
に
は
お
び
た
だ
し
い
鬼
神
の
姿
が
た
ど
れ
る
。

こ
う
し
た
鬼
神
が
ど
の
よ
う
な
容
貌
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
に
日
常
生

活
の
中
に
潜
み
、
人
々
の
生
活
を
侵
犯
し
て
い
る
の
か
、
病
気
や

貧
し
さ
に
対
応
す
る
一
鬼
の
働
き
に
対
応
す
る
人
の
動
き
を
追
求
し
、

人
と
鬼
の
関
係
を
あ
と
づ
け
た
。

◎
蘇
民
将
来
札
と
そ
の
世
界

　
中
・
近
世
を
い
ろ
ど
る
蘇
民
将
来
の
信
仰
を
汎
日
本
的
視
野
か
ら

検
討
し
、
そ
の
展
開
、
分
化
の
流
れ
を
追
っ
た
。
と
く
に
蘇
民
将
来

を
め
ぐ
る
牛
頭
天
王
、
天
刑
星
、
波
梨
采
女
、
八
万
四
千
六
百
五
十

四
神
王
な
ど
の
神
統
譜
や
、
札
の
形
状
の
分
化
な
ど
に
つ
い
て
具
体

的
に
記
述
し
、
四
日
市
市
の
事
例
と
重
ね
た
。

◎
屋
敷
と
家
屋
の
ま
じ
な
ひ
に

　
屋
敷
を
設
け
る
、
家
宅
を
た
て
る
、
そ
う
し
た
人
生
の
大
事
に
ど

の
よ
う
に
ま
じ
な
ひ
世
界
が
か
か
わ
る
か
を
、
地
鎮
、
鎮
檀
、
立
柱
、

屋
敷
地
取
、
梁
渡
し
な
ど
の
諸
段
階
ご
と
に
検
討
し
、
そ
の
具
体
相

を
提
示
し
た
。
中
世
の
屋
敷
や
家
宅
の
発
掘
例
が
増
加
し
つ
つ
あ
る

傾
向
に
資
す
る
た
め
の
小
稿
で
あ
る
。

◎
古
代
の
ま
じ
な
ひ
世
界

　
古
代
の
刀
剣
を
中
心
に
そ
の
象
嵌
銘
文
な
ど
を
通
じ
て
、
い
か
に

天
皇
と
刀
剣
が
ま
じ
な
ひ
世
界
で
つ
な
が
っ
て
い
る
か
、
ま
た
金
装

横
刀
や
銀
人
を
用
い
る
大
祓
の
東
・
西
文
部
の
働
き
が
こ
う
し
た
刀

剣
と
ま
じ
な
ひ
世
界
を
い
か
に
雄
弁
に
語
る
か
、
他
の
資
料
も
加
え
、

古
代
の
ま
じ
な
ひ
を
記
し
た
。

◎
中
世
ま
じ
な
ひ
世
界
の
語
り
か
け

　
中
世
の
僧
侶
、
貴
族
の
日
記
を
中
心
に
日
常
生
活
の
中
で
反
復
さ

れ
る
日
ご
と
の
定
ま
っ
た
呪
儀
、
或
ひ
は
何
十
年
間
に
及
ぶ
定
期
的

に
実
修
さ
れ
る
呪
儀
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
性
格
や
、
生
活
に
占
め
る

位
置
を
与
え
、
そ
の
呪
儀
の
内
容
な
ど
を
具
体
的
に
考
古
学
の
成
果

を
も
加
え
て
記
し
た
。

Ⅱ
　
呪
符
と
呪
儀

◎
触
穢
札
と
神
事
札
と

　
触
穢
時
に
樹
て
ら
れ
る
触
穢
礼
、
神
事
の
た
め
の
浄
化
時
に
樹
て

ら
れ
る
神
事
札
の
内
容
を
記
録
か
ら
復
原
し
、
穢
・
浄
空
間
の
扱
い
、

意
識
の
相
違
を
と
り
あ
げ
た
。
ま
た
両
札
の
間
に
見
ら
れ
る
共
通
性

を
指
摘
し
、
併
せ
て
両
札
が
対
構
造
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
の
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す
が
た
は
、
考
古
学
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
と
評
さ
れ
た
坪
井
清
足
先

生
を
し
て
「
あ
の
小
躯
に
、
よ
く
も
か
く
ま
で
の
学
問
と
行
政
手
腕

を
秘
め
て
い
る
の
か
」（『
続
文
化
財
学
論
集
』
序
文
）と
語
ら
せ
る
活

躍
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
昭
和
五
十
四
年（
一
九
七
九
）に
は
、
奈

良
大
学
に
全
国
で
は
じ
め
て
新
設
さ
れ
た
、
文
化
財
学
科
の
教
員
に

就
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
大
学
で
の
教
育
と
研
究
の
成
果
は
、
卒
業
生
の
多
く
が
文
化
財
専

門
職
の
道
に
進
ん
で
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
筆
者
も
そ
の
一

人
で
あ
る
が
、
先
生
の
指
導
を
受
け
、
今
も
文
化
財
の
世
界
に
身
を

置
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
で
取
り
組
む
者
は
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で

ほ
ぼ
全
国
に
広
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
平
成
六
年（
一
九
九
四
）に
は

奈
良
大
学
学
長
に
就
任
さ
れ
、
二
期
六
年
の
間
、
お
務
め
に
な
ら
れ

て
い
る
。

　
さ
て
、
水
野
先
生
と
ま
じ
な
ひ
世
界
の
資
料
と
の
出
会
い
は
、
昭

和
三
十
六
年（
一
九
六
一
）五
月
に
元
興
寺
仏
教
民
俗
資
料
研
究
室（
奈

良
市
）で
担
当
さ
れ
た
、
元
興
寺
境
内
の
発
掘
調
査
と
そ
の
出
土
品

お
よ
び
本
堂
・
禅
室
の
解
体
修
理
で
発
見
さ
れ
た
、
膨
大
な
仏
教
民

俗
資
料
に
触
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
元
興
寺
で
は
ま
じ
な
ひ
資
料
だ

け
で
な
く
、
当
時
の
住
職
・
辻
村
泰
圓
師
と
の
出
会
い
が
後
の
人
生

◎
墳
墓
鎮
祭
呪
儀
の
成
立
と
展
開

　
墳
墓
の
造
営
に
あ
た
り
一
種
の
地
鎮
祭
が
執
行
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
予
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
韓
国
の
七
世
紀
初
め
の
古

墳
、
我
国
の
九
世
紀
初
め
の
火
葬
墓
に
そ
の
実
例
が
見
ら
れ
る
こ
と

を
指
摘
。
相
互
の
比
較
、
地
鎮
祭
や
鎮
壇
の
際
の
鎮
め
物
を
対
比
、

日
韓
同
根
の
呪
儀
を
復
原
し
た
。

◎
城
と
ま
じ
な
ひ

　
従
前
、
城
郭
や
兵
乱
に
と
も
な
う
ま
じ
な
ひ
は
等
閑
視
さ
れ
て
き

た
。
東
北
大
学
所
蔵
の
呪
法
書
な
ど
を
用
い
て
城
郭
を
め
ぐ
る
ま
じ

な
ひ
の
種
々
相
、
戦
乱
時
の
ま
じ
な
ひ
の
種
々
相
を
示
し
、
こ
の
世

界
に
も
ま
じ
な
ひ
が
色
濃
く
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

ま
じ
な
ひ
の
も
つ
意
味
を
提
示
し
た
。

　
本
書
に
収
載
し
た
論
考
は
、
昭
和
四
十
九
年（
一
九
七
四
）か
ら
昭

和
六
十
三
年（
一
九
八
八
）に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
昭

和
四
十
九
年
と
言
え
ば
、
十
月
に
大
阪
府
教
育
委
員
会
を
退
職
し
、

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
記
念
物
課
調
査
官
に
転
職
さ
れ
た
年
で
あ
る
。

文
化
庁
で
の
四
年
間
は
全
国
を
駆
け
回
り
、
各
地
で
重
要
遺
跡
の
史

跡
指
定
を
実
現
し
、
斬
新
な
視
点
と
着
想
で
調
査
の
指
導
を
さ
れ
る
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集
墳
論
も
、
墓
道
を
設
定
し
て
多
く
の
古
墳
を
有
機
的
に
結
び
つ
け

て
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
斬
新
で
あ
っ
た
。
他
に
も
新
し
い
切

り
口
で
数
多
く
の
論
考
を
発
表
し
続
け
ら
れ
た
。
そ
の
内
容
に
は
、

後
の
ま
じ
な
ひ
の
世
界
論
の
前
段
階
を
感
じ
さ
せ
る
精
神
を
説
い
た

内
容
の
も
の
も
含
ま
れ
、
論
文
を
通
じ
て
具
体
的
に
人
の
心
や
人
の

動
き
を
描
こ
う
と
し
た
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
水
野
先
生
の
論

考
に
一
貫
し
て
見
え
る
の
は
、
考
古
学
を
通
し
て
、
そ
う
い
う
人
の

心
根
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
考
古
学
に
よ
る
ま
じ
な
ひ
世
界
の
研
究
は
、
前
人
未
到
の
世
界
で

も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
読
み
通
す
に
は
か
な
り
難
解
な
部
分
も
あ
る

こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
通
読
す
る
と
そ
こ
に
は
、
古
代
や
中
世

に
生
き
た
人
々
の
存
在
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
間
違
い
は
な

い
。

（
大
阪
大
谷
大
学
文
学
部
教
授
）

を
大
き
く
左
右
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
、
奈
良
大
学
教

員
へ
の
就
任
で
あ
る
。
辻
村
泰
圓
住
職
は
一
時
期
、
奈
良
大
学
の
理

事
長
を
兼
務
し
て
お
ら
れ
、
そ
の
時
に
日
本
で
最
初
と
な
る
文
化
財

学
科
創
設
を
着
想
さ
れ
た
。
そ
し
て
実
現
に
向
け
て
ご
尽
力
さ
れ
る

な
か
、
水
野
先
生
に
は
「
設
立
の
暁
に
は
ど
こ
に
居
て
も
奈
良
大
学

に
来
て
教
壇
に
立
っ
て
ほ
し
い
」
と
約
束
さ
れ
て
い
た
と
聞
く
。
昭

和
五
十
四
年
の
開
設
直
前
に
残
念
な
が
ら
辻
村
泰
圓
住
職
は
急
逝
さ

れ
て
し
ま
っ
た
が
、
当
時
の
約
束
を
果
た
さ
れ
文
化
庁
を
退
職
し
、

奈
良
大
学
文
学
部
文
化
財
学
科
助
教
授
に
就
任
さ
れ
た
と
聞
い
て
い

る
。
そ
の
後
も
縁
も
あ
っ
て
長
く
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
の
評
議
員

を
お
務
め
に
な
り
、
晩
年
に
は
所
長
に
就
任
さ
れ
、
現
役
の
ま
ま
お

亡
く
な
り
に
な
る
ま
で
、
元
興
寺
へ
の
想
い
は
そ
れ
は
そ
れ
は
深
い

も
の
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
を
知
る
と
き
、
水
野
先
生
と
ま
じ
な
ひ
世
界
の

結
び
付
き
は
必
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
の
は
私
だ
け

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
に
は
留
ま
ら
ず
、

若
き
日
に
発
表
さ
れ
た
縄
文
の
集
落
論
は
当
時
の
考
古
学
に
大
き
な

影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
埴
輪
芸
能
論
も
形
象
埴
輪
の
意

義
を
古
墳
上
で
復
原
的
に
考
察
し
て
注
目
さ
れ
た
。
後
期
古
墳
の
群


