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《資　　料》
文
科
省
・
府
教
委
の
主
張
の
誤
り
と
不
当
性

①
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
の
法
制
化
で
押
し
つ
け
の
合
理
化

は
で
き
な
い

● 

政
府
は
、
国
旗
・
国
歌
法
の
法
案
提
出
時
に
「
義
務
づ
け

る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
」「
現
行
の
日
の
丸
・
君
が
代

の
運
用
に
変
更
が
生
じ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ

て
い
ま
す
。

● 

国
旗
・
国
歌
法
の
条
文
に
尊
重
義
務
規
定
は
あ
り
ま
せ

ん
。
法
を
理
由
に
押
し
つ
け
る
の
は
、
法
の
実
際
を
偽
る

も
の
で
、
不
法
不
当
な
行
動
で
す
。

②
教
師
の
教
育
権
限
と
職
務
命
令
に
つ
い
て

● 

地
方
公
務
員
法
の
「
処
分
」
を
前
提
に
子
ど
も
へ
の
指
導

を
強
制
す
る
こ
と
は
人
権
侵
害
で
す
。
こ
れ
は
教
職
員
自

身
の
内
心
の
自
由
の
侵
害
で
あ
る
と
同
時
に
、
教
職
員
と

し
て
の
良
心
を
も
踏
み
に
じ
る
も
の
で
、
二
重
の
意
味
で

不
当
で
す
。

● 

生
徒
は
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
の
歴
史
や
こ
れ
を
め
ぐ
る

人
権
問
題
を
知
る
こ
と
な
く
、
押
し
つ
け
の
対
象
に
さ
れ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
生
徒
が
最
低
限
度
必
要
な
こ
と
を
知

っ
て
、
そ
の
上
で
態
度
表
明
や
行
動
す
る
よ
う
に
す
る
の

が
、
教
職
員
の
職
務
で
す
。
少
な
く
と
も
そ
れ
を
押
さ
え

つ
け
る
と
い
う
人
権
侵
害
を
絶
対
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

● 

文
科
省
は
、
教
職
員
が
「
公
務
員
の
身
分
を
持
つ
以
上
校

長
の
命
令
に
従
っ
て
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
学
校
教
育

法
は
「
教
諭
は
教
育
を
つ
か
さ
ど
る
」
と
規
定
し
て
い
ま

す
。
国
民
学
校
令
に
あ
っ
た
「
学
校
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
」
の

削
除
に
よ
っ
て
、
個
々
の
教
員
の
教
育
内
容
に
対
す
る
校

長
の
指
揮
命
令
は
否
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
し
て
内
心
の
自

由
に
関
わ
る
こ
と
を
命
令
で
強
制
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま

せ
ん
。

● 

校
長
が
行
い
う
る
の
は
、
指
導
助
言
の
み
で
あ
り
、
教
育

指
導
の
内
容
に
つ
い
て
職
務
命
令
は
行
え
ま
せ
ん
。
校
長

に
は
、
あ
く
ま
で
教
育
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
求
め
、

本
来
職
務
命
令
は
出
せ
な
い
し
、
出
す
べ
き
で
な
く
、
出

さ
な
い
こ
と
が
教
育
の
条
理
で
あ
る
こ
と
へ
の
理
解
を
求

め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

③
学
習
指
導
要
領
の
「
法
的
拘
束
力
」
は
根
拠
が
な
い

● 

学
習
指
導
要
領
は
、
政
府
の
一
機
関
で
あ
る
文
科
省
が

「
省
令
」
と
し
て
告
示
し
た
も
の
で
す
。
国
民
主
権
の
原

則
に
基
づ
く
民
主
的
手
続
き
を
踏
ん
で
い
ま
せ
ん
。
立
法

機
関
で
あ
る
国
会
で
論
議
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま

せ
ん
。

● 

学
習
指
導
要
領
の
法
的
拘
束
力
を
争
点
に
争
わ
れ
た
「
旭

川
学
テ
裁
判
」
の
最
高
裁
判
決
（
七
六
年
）
は
「
法
的
拘

束
力
を
も
っ
て
地
方
自
治
体
を
強
制
し
又
は
、
教
師
を
強

制
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
」
と
明
確
な
判
断
を
示
し
て

い
ま
す
。

● 

入
学
式
・
卒
業
式
の
実
施
自
体
、
何
ら
法
的
根
拠
は
あ
り

ま
せ
ん
。
あ
る
の
は
「
卒
業
証
書
を
授
与
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
だ
け
で
す
。
入
学
式
・
卒
業
式
は
、
各
学
校
の

自
主
性
に
よ
り
、
教
育
活
動
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
る

も
の
で
す
。
法
的
拘
束
力
の
な
い
学
校
行
事
の
内
容
に
、

法
的
拘
束
力
が
あ
る
な
ど
と
い
う
の
は
法
理
論
上
も
成
り

立
ち
ま
せ
ん
。

● 

府
教
委
の
い
う
「
望
ま
し
い
形
」（
壇
上
へ
の
掲
揚
、
次

第
へ
の
明
記
、
起
立
し
て
斉
唱
）
を
法
的
に
定
め
る
文
書

は
あ
り
ま
せ
ん
。

④
国
際
社
会
で
尊
敬
さ
れ
る
た
め
、
国
旗
・
国
歌
を
尊
重
す

る
態
度
の
育
成
が
必
要
と
す
る
主
張
に
つ
い
て

● 

国
際
社
会
で
の
信
頼
の
問
題
を
、
国
旗
・
国
歌
に
対
す
る

個
人
の
態
度
の
問
題
に
置
き
換
え
る
こ
と
自
体
、
浅
は
か

で
あ
り
、
国
際
連
帯
の
本
質
を
す
り
替
え
る
も
の
で
す
。

歴
代
自
民
党
政
権
が
、
か
つ
て
の
ア
ジ
ア
へ
の
侵
略
戦
争

の
事
実
を
「
侵
略
的
行
為
」
な
ど
と
あ
い
ま
い
に
し
て
い

る
こ
と
こ
そ
、
日
本
が
国
際
社
会
で
尊
敬
も
信
頼
も
さ
れ

な
い
最
大
の
原
因
で
す
。

● 

日
本
の
侵
略
の
歴
史
を
知
ら
ず
、
侵
略
さ
れ
た
国
民
の
感

情
を
理
解
し
な
い
ま
ま
、
侵
略
の
先
頭
に
あ
っ
た
「
日
の

丸
・
君
が
代
」
を
尊
重
す
る
な
ら
、
他
国
の
国
旗
・
国
歌

を
尊
重
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
国
民
か
ら
は
尊
敬
も
信
頼

も
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

● 

ど
の
国
の
国
旗
・
国
歌
を
尊
重
す
る
か
、
ま
た
国
旗
・
国

歌
そ
の
も
の
を
尊
重
す
る
か
ど
う
か
な
ど
も
、
内
心
の
自

由
の
問
題
で
す
。

「
日
の
丸
・
君
が
代
」
の
歴
史
的
意
味

　

戦
前
、「
教
育
勅
語
」
の
も
と
で
天
皇
の
忠
良
な
る
臣
民

を
育
成
す
る
教
育
が
徹
底
さ
れ
ま
し
た
。
国
民
学
校
令
施
行

規
則
で
は
「
教
育
ノ
全
般
ニ
亘
リ
皇
国
ノ
道
ヲ
修
練
セ
シ
メ

特
ニ
国
体
ニ
対
ス
ル
信
念
ヲ
深
ラ
シ
ム
ヘ
シ
」「
皇
国
ノ
地

位
ト
使
命
ト
ノ
自
覚
ニ
基
キ
大
国
民
タ
ル
ノ
資
質
ヲ
」
と
定

め
て
、
天
皇
へ
の
無
限
の
奉
仕
と
忠
誠
を
強
制
し
、
拝
外
主

義
的
大
国
意
識
を
培
っ
て
き
ま
し
た
。
学
校
で
は
「
御
真

影
」
へ
の
拝
礼
と
「
教
育
勅
語
」
の
朗
読
を
中
核
に
、「
君

が
代
」
な
ど
の
儀
式
唱
歌
を
セ
ッ
ト
に
し
た
儀
式
教
育
を
軸

に
臣
民
教
育
が
す
す
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

一
九
三
〇
年
代
後
半
、
中
国
で
の
戦
争
が
本
格
化
す
る

中
、
国
民
動
員
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
「
日
の
丸
」
が
盛
ん
に

使
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
に
侵
略
さ
れ
た
ア
ジ
ア
の
国
の
人
々

は
「
日
の
丸
」
に
言
い
し
れ
ぬ
恨
み
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
君
が
代
」
が
、
天
皇
の
統
治
す
る
世
の
中
が
永

遠
に
続
く
よ
う
に
と
願
っ
た
歌
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
取
り

扱
い
の
変
遷
に
も
関
わ
ら
ず
一
貫
し
て
い
ま
す
。「
君
が

代
」
は
皇
民
教
育
の
柱
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
に
対
す
る
侵
略
の

シ
ン
ボ
ル
で
し
た
。

　

植
民
地
に
さ
れ
た
朝
鮮
・
台
湾
で
は
、
皇
国
の
臣
民
と
し

て
日
本
語
と
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
で
教
育
さ
れ
、
日
本
の

戦
争
に
動
員
さ
れ
ま
し
た
。「
日
の
丸
」
は
、
侵
略
軍
の
先

頭
に
あ
り
、
占
領
の
印
と
し
て
立
て
ら
れ
ま
し
た
。「
日
の

丸
」
は
、
二
〇
〇
〇
万
の
命
を
奪
っ
た
侵
略
の
旗
印
だ
っ
た

の
で
す
。

「
初
等
科
修
身
一
」（
一
九
四
二
・
昭
和
一
七
年
）

　

一
六　

日
の
丸
の
旗　

よ
り

　

青
く
す
ん
だ
空
に
、
高
々
と
か
か
げ
ら
れ
た
日
の

丸
の
旗
は
、
い
か
に
も
け
だ
か
く
、
雪
の
つ
も
っ
た

家
の
軒
先
に
立
て
ら
れ
た
日
の
丸
の
旗
は
、
な
ん
と

な
く
暖
く
見
え
ま
す
。

　

日
の
丸
の
旗
は
、
い
つ
見
て
も
、
ほ
ん
と
う
に
り

っ
ぱ
な
旗
で
す
。

　

祝
祭
日
に
、
朝
早
く
起
き
て
、
日
の
丸
の
旗
を
立

て
る
と
、
私
ど
も
は
、

「
こ
の
旗
を
、
立
て
る
こ
と
の
で
き
る
國
民
だ
。」

「
私
た
ち
は
、
し
あ
は
せ
な
日
本
の
子
ど
も
だ
。」

と
、
つ
く
づ
く
感
じ
ま
す
。

　

日
本
人
の
ゐ
る
と
こ
ろ
に
は
、
か
な
ら
ず
日
の
丸

の
旗
が
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
遠
い
と
こ
ろ
に
行
っ
て

ゐ
る
日
本
人
で
も
、
日
の
丸
の
旗
を
だ
い
じ
に
し
て

も
っ
て
ゐ
ま
す
。
さ
う
し
て
、
日
本
の
國
の
お
め
で

た
い
日
や
、
記
念
の
日
に
は
、
日
の
丸
の
旗
を
立
て

て
、
心
か
ら
お
い
は
い
い
た
し
ま
す
。

　

敵
軍
を
追
ひ
は
ら
っ
て
、
せ
ん
り
ゃ
う
し
た
と
こ

ろ
に
、
ま
っ
先
に
高
く
立
て
る
の
は
、
や
は
り
日
の

丸
の
旗
で
す
。
兵
士
た
ち
は
、
こ
の
旗
の
下
に
集
っ

て
、
聲
を
か
ぎ
り
に
、「
ば
ん
ざ
い
」
を
さ
け
び
ま

す
。

　

日
の
丸
の
旗
は
、
日
本
人
の
た
ま
し
ひ
と
、
は
な

れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
旗
で
す
。

行
動
や
対
応
が
と
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
す
。
そ
の
た
め

に
、
卒
業
生
や
卒
業
式
委
員
会
な
ど
へ
の
説
明
が
必
要
で

す
。

　

当
然
、
父
母
や
教
職
員
な
ど
の
内
心
の
自
由
も
保
障
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

４
． 

歴
史
的
事
実
を
隠
し
た
押
し
つ

け
は
許
さ
れ
な
い

　

「
日
の
丸
・
君
が
代
」
は
、
ア
ジ
ア
に
対
す
る
侵
略
の

先
頭
に
立
っ
て
き
た
旗
で
あ
り
歌
で
す
。
ま
た
、
国
民
を

思
想
的
に
戦
争
に
動
員
す
る
た
め
の
シ
ン
ボ
ル
の
役
割
を

は
た
し
ま
し
た
。

　

沖
縄
戦
の
「
集
団
自
決
」
が
住
民
自
ら
の
意
思
に
よ
る

か
の
よ
う
に
高
校
歴
史
教
科
書
を
書
き
換
え
さ
せ
よ
う
と

し
た
検
定
意
見
に
対
し
、
沖
縄
の
全
自
治
体
が
「
撤
回
・

記
述
の
回
復
」
の
決
議
を
あ
げ
、
一
一
万
六
〇
〇
〇
人
が

参
加
し
た
県
民
大
会
で
は
「
た
と
え
醜
く
て
も
い
い
、
真

実
を
知
り
た
い
、
学
び
た
い
、
そ
し
て
伝
え
た
い
」
と
高

校
生
が
訴
え
ま
し
た
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、「
集
団
自

決
」
記
述
の
回
復
を
認
め
さ
せ
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
に
真
理
・
真
実
を
教
え
る
学
校
で
、
そ
の

こ
と
を
意
図
的
に
隠
し
、
押
し
つ
け
る
こ
と
は
教
育
の
命

を
奪
う
も
の
で
す
。
私
た
ち
の
教
育
的
良
心
は
そ
れ
を
許

し
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
こ
の
間
の
教
育
基
本
法
改
悪
反
対
運
動
や
憲
法

擁
護
の
動
き
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
民
の
中
に
は
、
憲

法
と
民
主
主
義
を
守
ろ
う
と
す
る
良
識
の
声
が
躍
動
を
続

け
て
お
り
、
日
ご
と
に
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、

そ
こ
に
確
信
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

５
． 「
生
徒
が
主
人
公
」の
卒
業
式
・

入
学
式
づ
く
り

　
　
〜 

生
徒
参
加
、
父
母
・
地
域
と
の
共

同
を
軸
に

　

卒
業
式
・
入
学
式
を
、
生
徒
の
成
長
を
た
た
え
、
新
し

い
門
出
と
し
て
祝
う
行
事
に
す
る
と
り
く
み
が
、
多
く
の

学
校
で
す
す
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

と
り
わ
け
卒
業
式
は
「
生
徒
が
主
人
公
と
な
る
最
後
の

授
業
」
と
し
て
、
生
徒
を
軸
に
、
卒
業
式
実
行
委
員
会
な

ど
が
組
織
さ
れ
、
例
え
ば
卒
業
生
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と

り
、
要
求
を
ま
と
め
、
議
論
を
重
ね
、
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
実
施
さ
れ
た
多
く
の
卒
業

式
は
、
出
席
し
た
父
母
や
在
校
生
、
来
賓
、
教
職
員
な
ど

に
感
動
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

す
べ
て
の
学
校
で
「
生
徒
が
主
人
公
」
を
正
面
に
か
か

げ
、
生
徒
参
加
で
の
卒
業
式
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
の
場
で
は
、「
日
の
丸
・
君
が
代
」
押
し
つ
け
に
関

し
、
生
徒
が
討
論
し
、
意
見
表
明
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し

ょ
う
。
こ
れ
ら
は
、
生
徒
の
人
間
的
成
長
と
自
立
を
促
し

ま
す
。
生
徒
自
ら
が
準
備
、
運
営
、
練
習
な
ど
を
す
す
め

る
中
で
晴
れ
の
舞
台
を
成
功
さ
せ
よ
う
と
す
る
集
団
的
な

意
志
が
確
立
さ
れ
ま
す
。「
参
加
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
意

識
か
ら
、
自
分
た
ち
が
主
人
公
と
い
う
自
覚
に
変
化
し
て

い
き
ま
す
。
卒
業
式
で
味
わ
う
感
動
は
、
生
徒
の
こ
の
よ

う
な
成
長
し
た
姿
に
よ
る
も
の
で
す
。

６
．
と
り
く
み
の
す
す
め
方
の
基
本

　

生
徒
中
心
の
卒
業
式
・
入
学
式
の
準
備
は
、
い
や
お
う

な
く
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
押
し
つ
け
攻
撃
と
ぶ
つ
か
ら

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
各
分
会
は
、
以
下
の
観
点
で
と
り
く

み
を
す
す
め
ま
す
。

① 

「
日
の
丸
・
君
が
代
」
の
押
し
つ
け
を
許
さ
ず
、
生
徒

・
父
母
・
教
職
員
の
「
思
想
・
良
心
の
自
由
」
を
守
り

ま
す
。

② 

「
生
徒
が
主
人
公
」
の
卒
業
式
・
入
学
式
を
生
徒
の
参

加
、
父
母
・
教
職
員
の
共
同
で
つ
く
り
あ
げ
ま
す
。

③ 

Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
父
母
へ
の
申
し
入
れ
を
行
い
ま
す
。
申
し

入
れ
は
一
方
的
な
お
願
い
と
せ
ず
、「
生
徒
参
加
・
父

母
と
の
共
同
の
学
校
づ
く
り
」
を
す
す
め
る
観
点
で
、

様
々
な
意
見
を
聞
く
よ
う
に
し
ま
す
。

④ 

「
日
の
丸
・
君
が
代
」
押
し
つ
け
は
、
憲
法
改
悪
の
動

き
と
一
体
の
も
の
で
す
。
押
し
つ
け
反
対
の
た
た
か
い

を
憲
法
改
悪
反
対
の
幅
広
い
共
同
の
た
た
か
い
に
発
展

さ
せ
ま
す
。

⑤ 

職
場
で
学
習
討
議
を
行
い
、
意
思
統
一
を
は
か
り
、
必

要
な
と
り
く
み
を
す
す
め
ま
す
。

初
等
科
修
身
二
（
一
九
四
二
・
昭
和
一
七
年
）

二　

「
君
が
代
」　

よ
り

　

こ
の
歌
は
、「
天
皇
陛
下
の
お
治
め
に
な
る
御
代

は
、
千
年
も
萬
年
も
つ
づ
い
て
い
て
、
お
さ
か
え
に

な
り
ま
す
や
う
に
。」
と
い
う
意
味
で
、
國
民
は
、

心
か
ら
お
い
は
い
申
し
あ
げ
る
歌
で
あ
り
ま
す
。

　

「
君
が
代
」
の
歌
は
、
昔
か
ら
、
私
た
ち
の
先
祖

が
、
皇
室
の
み
さ
か
え
を
お
い
の
り
し
て
、
歌
ひ
つ

づ
け
て
き
た
も
の
で
、
世
々
の
國
民
の
ま
ご
こ
ろ
の

と
け
こ
ん
だ
歌
で
あ
り
ま
す
。

　

祝
日
や
お
め
で
た
い
儀
式
に
は
、
私
た
ち
は
、
こ

の
歌
を
高
く
歌
ひ
ま
す
。
し
せ
い
を
き
ち
ん
と
正
し

く
し
て
お
ご
そ
か
に
歌
ふ
と
、
身
も
心
も
、
ひ
き
し

ま
る
や
う
な
氣
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　

戦
地
で
、
兵
隊
さ
ん
た
ち
が
、
は
る
か
に
日
本
へ

向
か
っ
て
聲
を
そ
ろ
へ
て
、「
君
が
代
」
を
歌
ふ
時

に
は
、
思
は
ず
、
涙
が
日
に
や
け
た
ほ
ほ
を
ぬ
ら
す

と
い
ふ
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
外
國
で
、「
君
が
代
」
の
歌
が
奏
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
ぐ
ら
ゐ
、
外
國
に
行
っ

て
ゐ
る
日
本
人
が
、
日
本
國
民
と
し
て
の
ほ
こ
り

と
、
か
ぎ
り
な
い
喜
び
と
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
と

い
ひ
ま
す
。


