
文
科
省
の
令
和
元
年
度
教
科
書
検
定
に
お
い
て

不
合
格
処
分
を
受
け
た
こ
と
を
不
服
と
し
、
自
由

社
が
そ
の
処
分
の
撤
回
と
損
害
賠
償
を
求
め
て
い

る
訴
訟
は
、
十
月
十
三
日
に
東
京
地
裁
に
お
い
て

第
五
回
期
日
が
開
か
れ
ま
し
た
。

　

前
回
期
日
（
六
月
九
日
）
に
は
、被
告
（
文
科
省
）

側
か
ら
争
点
の
「
違
法
検
定
五
〇
項
目
」
に
つ
い

て
各
項
目
ご
と
の
主
張
が
裁
判
所
に
出
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
を
受
け
て
今
回
は
自
由
社
側
か
ら
そ
れ

ら
主
張
に
対
す
る
反
論
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

被
告
側
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
主
張
の
多
く
は
、

論
点
の
す
り
替
え
や
後
付
け
、
詭
弁
と
断
ず
べ
き

も
の
で
、
原
告
は
そ
れ
ら
に
対
す
る
矛
盾
点
を
厳

し
く
指
摘
し
て
反
論
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
原
告
は
、
当
然
な
が
ら
裁
判
所
が
五
〇

項
目
全
て
を
「
違
法
検
定
」
と
認
定
す
る
こ
と
を

求
め
ま
す
が
、
仮
に
一
件
で
も
「
違
法
検
定
」
と

認
め
ら
れ
れ
ば
、
文
科
省
の
検
定
は
違
法
と
判
定

さ
れ
ま
す
。
年
明
け
に
出
て
く
る
被
告
側
の
再
反

論
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
原
告
は
こ
の
反
論
書
に
加
え
て
、
新
た

な
違
法
検
定
の
証
拠
と
し
て
「
他
社
の
訂
正
申
請

案
件
」（
十
二
頁
を
参
照
）
を
提
出
し
、
法
廷
に

て
意
見
陳
述
を
行
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
期
日
終

了
後
に
司
法
記
者
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
会
見
を
行

い
、
新
証
拠
を
公
表
し
ま
し
た
。
こ
の
新
た
な
証

拠
も
、
被
告
の
違
法
性
を
証
明
す
る
の
に
大
き
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

本
誌
で
は
、
こ
の
度
、
原
告
側
か
ら
提
出
さ
れ

た
反
論
の
う
ち
、
十
項
目
を
選
ん
で
紹
介
し
ま
す
。

＊
各
項
目
は
該
当
記
述
・
検
定
意
見
に
続
き
、【
原

告
訴
状
】【
被
告
主
張
】【
原
告
反
論
】
と
時
系
列

順
に
並
び
ま
す
。
ま
た
、
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
上
、

そ
れ
ぞ
れ
一
部
要
約
と
な
り
ま
す
。

❶
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約

　
　
　
　
米
英
日
の
補
助
艦
比
率

〈
該
当
記
述
〉

　
補
助
艦
の
比
率
が
一
〇
：
一
〇
：
七
に

　
定
め
ら
れ
…

〈
検
定
意
見
〉

不
正
確
で
あ
る
。

【
原
告
訴
状
】

帝
国
書
院
や
日
本
文
教
出
版
に
も
同
じ
記
載
が

あ
る
が
検
定
意
見
が
付
か
ず
、
ダ
ブ
ス
タ
検
定
で

あ
る
。

【
被
告
主
張
】

ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
の
補
助
艦
に
つ
い

て
、
帝
国
書
院
や
日
本
文
教
出
版
の
よ
う
に
単
に

割
合
の
み
の
記
述
で
あ
れ
ば
、
概
数
で
あ
る
米
英

日
で
一
〇
：
一
〇
：
七
で
も
よ
い
が
、
本
件
申
請

被
告
（
文
科
省
）
の
主
張
に
対
し
、

反
論
書
を
提
出　
　
　
　
〈
編
集
部
〉

〈
教
科
書
「
違
法
検
定
」
国
賠
訴
訟
〉
進
捗
報
告

■司法記者クラブで会見（10月 13日）

2FUMI 2022.11



　

さ
ら
に
言
え
ば
、
翌
年
の
検
定
再
申
請
教
科
書

で
は
、「
米
英
日
の
補
助
艦
の
比
率
が
ほ
ぼ
一
〇
：

一
〇
：
七
と
定
め
ら
れ
、
危
機
感
を
抱
く
軍
人
も

増
え
ま
し
た
。」
と
記
述
し
て
検
定
を
合
格
し
た
。

し
か
し
、「
ほ
ぼ
」
の
追
記
だ
け
で
合
格
と
し
た

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
を
読
む
生
徒
は
、
被
告
の
主
張

す
る
と
こ
ろ
の
、
軍
人
が
危
機
感
を
抱
く
こ
と
に

な
っ
た
原
因
に
つ
い
て
全
く
理
解
で
き
な
い
。
被

告
の
主
張
通
り
な
ら
「
米
英
日
の
補
助
艦
の
比
率

が
対
米
七
に
達
し
な
か
っ
た
の
で
、
危
機
感
を
抱

く
軍
人
も
増
え
ま
し
た
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。
被
告
主
張
と
の
明
ら
か
な
矛
盾

が
生
じ
て
い
る
。

　

ま
た
、
教
育
的
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
単
に
数
字

を
羅
列
す
る
他
社
の
教
科
書
よ
り
も
本
件
申
請
図

書
の
記
述
の
方
が
当
時
の
世
相
を
伝
え
て
い
て
、

は
る
か
に
望
ま
し
い
。
当
時
の
世
相
の
全
体
を
無

視
し
て
政
界
の
党
利
党
略
の
問
題
に
結
び
付
け
、

そ
れ
を
も
っ
て
検
定
意
見
を
無
理
に
付
け
加
え
る

こ
と
は
検
定
の
趣
旨
に
反
す
る
。

　

帝
国
書
院
や
日
本
文
教
出
版
の
申
請
図
書
を
読

ん
だ
生
徒
は
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
を
正
確
に

理
解
し
、
本
件
申
請
図
書
を
読
ん
だ
生
徒
は
同
条

約
を
誤
っ
て
理
解
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る

は
ず
は
な
い
。
こ
の
箇
所
で
は
生
徒
に
何
を
教
え

図
書
で
は
、「
米
英
日
の
補
助
艦
の
比
率
が
一
〇
：

一
〇
：
七
に
定
め
ら
れ
、
危
機
感
を
抱
く
軍
人

も
増
え
ま
し
た
。」
と
あ
る
か
ら
、
日
本
側
が
米

英
に
対
し
て
七
割
の
目
標
を
達
成
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
理
解
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
不
正
確

で
あ
る
、
せ
め
て
、「
約
七
割
」
と
か
「
ほ
ぼ
七
」

の
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

【
原
告
反
論
】

　
「
七
割
」
が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
軍
人

の
危
機
感
に
つ
な
が
っ
た
と
す
る
被
告
の
理
解
は

不
正
確
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
問
題
の
根
本

に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
緊
縮
財
政
を
か
か
げ
て
軍
事

費
を
抑
制
し
た
い
浜
口
内
閣
は
軍
縮
条
約
締
結
に

前
向
き
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
海
軍
（
軍
令
部
）

は
交
渉
前
か
ら
条
約
締
結
自
体
に
反
対
だ
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
の
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
条
約
が
締
結
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
危
機
感
を
持
つ
軍
人
が
増
え
た
の

で
あ
る
。

　

特
に
、「
六
・
九
七
五
」
を
問
題
に
し
た
の
は
浜

口
内
閣
の
野
党
・
政
友
会
で
あ
り
、
鳩
山
一
郎
が

統
帥
権
干
犯
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
政
局
に
し

た
の
で
あ
る
。
対
米
英
七
割
が
達
成
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
危
機
感
を
も
つ
軍
人
が
増

え
た
よ
う
に
考
え
る
被
告
の
主
張
は
当
た
ら
な

い
。

た
い
の
か
。
補
助
艦
の
保
有
割
合
が
対
英
米
七
割

に
届
か
な
か
っ
た
こ
と
を
教
え
る
の
で
は
な
く
、

「
軍
縮
の
時
代
」
が
や
っ
て
来
て
、
軍
人
が
不
満

の
タ
ネ
を
抱
え
て
い
た
こ
と
を
生
徒
に
わ
か
ら

せ
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
一
〇
：

一
〇
：
七
の
記
述
に
何
の
問
題
も
な
い
。

➋
惣
の
掟

〈
該
当
記
述
〉

　「
⑤
惣
の
掟
の
例
」

〈
検
定
意
見
〉

　
生
徒
が
誤
解
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

（
三
か
条
が
出
さ
れ
た
時
期
）

【
原
告
訴
状
】

　

東
京
書
籍
、
日
本
文
教
出
版
も
自
由
社
と
同
様

に
記
載
し
て
い
る
が
検
定
意
見
が
付
か
ず
、
ダ
ブ

ス
タ
検
定
で
あ
る
。

【
被
告
主
張
】

　

本
件
申
請
図
書
の
、「
⑤
惣
の
掟
の
例
」
に
お

い
て
、
三
か
条
の
掟
の
例
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
異
な
る
時
期
に
出
さ
れ
た
三
つ
の
掟
を
囲

み
で
並
べ
て
お
り
、
同
一
の
時
期
・
機
会
に
成
立

し
た
も
の
と
誤
解
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ち
な
み

に
東
京
書
籍
、
日
本
文
教
出
版
は
同
時
期
に
成
立

し
た
も
の
で
あ
る
。
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【
原
告
反
論
】

　

本
件
申
請
図
書
の
「
惣
の
掟
」
は
、
実
は
同
一

の
時
期
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
文
安
五
年
（
一
四
四
八
年
）
十
一
月

十
四
日
に
次
の
二
か
条
が
成
立
し
た
。

　
①
寄
り
合
い
に
二
度
連
絡
し
て
も
参
加
し
な
い

   

者
は
、
五
十
文
の
罰
金

　
②
森
の
苗
木
を
切
っ
た
者
は
五
百
文
の
罰
金

  

そ
し
て
そ
の
掟
が
継
続
す
る
中
、
延
徳
元
年

（
一
四
八
九
年
）十
一
月
四
日
に
改
訂
が
行
わ
れ
た
。

　
②
が
〈
森
の
苗
木
を
切
っ
た
者
は
村
人
か
ら
の

   

「
身
分
を
奪
う
」〉

と
改
め
ら
れ
、
さ
ら
に

　
③
よ
そ
者
を
保
証
人
も
な
い
の
に
住
ま
わ
せ
て

   

は
な
ら
な
い

が
新
た
に
一
か
条
追
加
さ
れ
た
。

　

文
安
五
年
に
作
ら
れ
ス
タ
ー
ト
し
た
掟
は
、
延

徳
元
年
に
も
当
然
継
続
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
で

一
部
改
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
自
由
社
の
掲

げ
た
三
カ
条
は
「
延
徳
元
年
時
点
」
で
同
時
に
成

立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
同
一
の
時
期
・
機
会
に

成
立
し
て
い
な
い
」
と
い
う
文
科
省
側
の
指
摘
は

明
ら
か
な
間
違
い
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
成
立
時
期
が
異
な
る
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
何
の
意
味
を
持
つ
の
か
。

こ
の
資
料
で
は
生
徒
が
中
世
に
お
い
て
農
村
で
も

自
治
が
進
み
、
掟
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
こ

の
事
例
は
、
本
件
検
定
意
見
が
本
件
申
請
図
書
の

検
定
意
見
数
を
増
や
す
た
め
に
付
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
強
く
推
測
さ
せ
る
。

➌
レ
ザ
ノ
フ
来
航

〈
該
当
記
述
〉

一
八
〇
四
（
文
化
元
）
年
に
は
レ
ザ
ノ

   

フ
が
派
遣
さ
れ
て
幕
府
に
通
商
を
求
め

   

ま
し
た
。
幕
府
が
鎖
国
を
理
由
に
拒
否

   

す
る
と
、
彼
ら
は
樺
太
や
択
捉
島
に
あ

   

る
日
本
人
の
居
留
地
を
襲
撃
し
日
本
人

   

を
殺
傷
し
ま
し
た
。

〈
検
定
意
見
〉

　
生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現

   

で
あ
る
。（
幕
府
の
通
商
拒
否
と
日
本
人

   

居
留
地
襲
撃
と
の
時
間
的
関
係
）

【
原
告
訴
状
】

　

同
様
の
記
述
が
山
川
出
版
、
育
鵬
社
に
あ
る
が

検
定
意
見
が
付
か
ず
、
ダ
ブ
ス
タ
検
定
で
あ
る
。

【
被
告
主
張
】

　

レ
ザ
ノ
フ
自
身
は
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
か
ら
シ
ベ
リ

ア
経
由
で
ロ
シ
ア
へ
帰
国
す
る
道
中
で
あ
り
、
ロ

シ
ア
に
よ
る
樺
太
及
び
択
捉
島
の
襲
撃
に
は
参
加

し
て
い
な
い
か
ら
自
由
社
は
誤
り
で
あ
る
が
、
他

方
、
山
川
出
版
で
は
、「
レ
ザ
ノ
フ
の
部
下
が
樺
太

（
サ
ハ
リ
ン
）
や
択
捉
島
を
襲
撃
す
る
事
件
が
起

こ
っ
た
。」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
育
鵬
社

の
記
述
は
、「
ロ
シ
ア
使
節
レ
ザ
ノ
フ
が
長
崎
に
来

航
し
（
中
略
）
幕
府
は
応
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

自由社 p89　×東京書籍 p83　〇

日本文教出版 p95　〇
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の
た
め
、
ロ
シ
ア
船
が
樺
太
や
択
捉
島
に
攻
撃
を

加
え
て
き
ま
し
た
。」
と
あ
り
、「
レ
ザ
ノ
フ
」
本

人
が
攻
撃
し
た
も
の
と
の
誤
解
が
生
じ
る
お
そ
れ

は
な
い
か
ら
正
し
い
。

【
原
告
反
論
】

　

上
記
被
告
の
主
張
は
論
点
の
す
り
替
え
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
検
定
意
見
は
、「
幕
府
の
通
商
拒
否
と

日
本
人
居
留
地
襲
撃
と
の
時
間
的
関
係
」
が
問
題

で
あ
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
原
告
は

そ
の
点
に
つ
い
て
他
社
（
山
川
、
育
鵬
）
の
記
述

を
挙
げ
て
、
自
由
社
の
も
の
と
何
が
違
う
の
か
、

ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
事
例
で
は
な
い
か
と
主
張

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
記
被
告
の
主
張
は
、

こ
の
点
に
は
一
切
答
え
ず
、「
攻
撃
の
主
体
が
ど
こ

だ
っ
た
の
か
」
に
論
点
を
ず
ら
し
て
い
る
。
元
々

の
検
定
意
見
で
「
攻
撃
の
主
体
」
が
問
題
に
な
っ

て
い
な
い
以
上
、
こ
こ
で
そ
れ
に
つ
い
て
論
ず
る

必
要
性
は
な
い
。
原
告
は
被
告
に
対
し
、
被
告
が

原
告
の
主
張
す
る
争
点
に
つ
い
て
明
確
な
答
え
を

求
め
る
。

  

な
お
、
原
告
の
平
成
二
十
六
年
度
検
定
の
際
に

は
同
じ
記
述
で
合
格
し
て
い
る
こ
と
を
も
う
一
度

強
調
し
て
お
き
た
い
。

➍
警
備
の
武
士

〈
該
当
記
述
〉

①
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
中
、「
警
備
の
武
士
、

　
僧
兵
た
ち
」

〈
検
定
意
見
〉

生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現

  

で
あ
る
。（「
武
士
」）

【
原
告
訴
状
】

　

帝
国
書
院
に
も
同
じ
絵
図
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に

「
警
備
す
る
武
士
」と
あ
る
が
検
定
意
見
が
付
か
ず
、

ダ
ブ
ス
タ
検
定
で
あ
る
。

【
被
告
主
張
】

　

本
件
申
請
図
書
に
は
、『
春
日
権
現
験
記
絵
』
を

掲
げ
、「
春
日
大
社
に
着
い
た
白
河
上
皇
と
、
お
供

の
貴
族
、
警
備
の
武
士
、
僧
兵
た
ち
。」
と
説
明
が

付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、「
警
備
の
武
士
」

は
「
警
備
の
武
官
」
と
記
述
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
武
官
と
は
、
律
令
制
下
に
お

け
る
軍
事
警
察
関
係
官
庁
官
人
の
総
称
で
あ
り
、

武
士
と
は
、
平
安
時
代
後
期
以
降
の
武
に
か
か
わ

る
者
の
存
在
を
い
い
、
武
を
職
能
と
す
る
集
団
ま

た
は
そ
の
構
成
員
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
、
帝
国
書
院
に
掲
載
さ
れ
た
図
画
に
は
、

右
下
の
隅
に
烏
帽
子
・
狩
衣
姿
の
者
た
ち
も
描
写

さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
武
士
と
解
釈
し
、
表

現
す
る
こ
と
も
誤
り
と
は
言
え
な
い
。

【
原
告
反
論
】

  

被
告
は
、
原
告
の
ダ
ブ
ス
タ
検
定
で
あ
る
と
い

う
批
判
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
反
論
し
た
だ
ろ
う

か
。

　

ま
ず
、
令
和
元
年
度
に
検
定
に
提
出
し
た
当
該

二
社
の
検
定
申
請
図
書
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
の
記
述

を
書
き
出
し
て
み
る
。

　
▽
本
件
申
請
図
書

　
　

春
日
大
社
に
着
い
た
白
河
上
皇
と
、
お
供
の

      

貴
族
、
警
備
の
武
士
、
僧
兵
た
ち
。

　
▽
帝
国
書
院
　

　
　
白
河
上
皇
と
警
備
す
る
武
士　

      

牛
車
に
乗
っ
た
白
河
上
皇
が
春
日
大
社
（
奈

      

良
県
）
に
到
着
し
た
場
面
で
す
。
周
囲
に
は

      

同
行
し
て
き
た
貴
族
や
警
備
に
あ
た
る
武
士

      

た
ち
、
参
列
し
た
春
日
大
社
の
僧
た
ち
が
居

      

並
ん
で
い
ま
す
。

　

本
件
申
請
図
書
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
登
場
す
る

上
皇
お
よ
び
他
の
人
々
と
絵
と
を
対
応
さ
せ
て
み

よ
う
。

  

・「
白
河
上
皇
」
は
、
中
央
の
牛
車
の
中
に
お
ら

れ
る
人
物

  

・「
お
供
の
貴
族
」
は
、
牛
車
の
前
に
い
て
牛
車

を
引
く
人
々
と
、
そ
の
左
手
に
黒
い
正
装
で
杓
を

5 FUMI 2022.11



手
に
し
て
並
ん
で
座
っ
て
い
る
人
々
、
お
よ
び
牛

舎
の
右
側
に
並
ん
で
座
っ
て
い
る
人
々
で
あ
る
。

こ
の
最
後
の
グ
ル
ー
プ
は
武
官
で
あ
る
が
、
彼
ら

も
実
は
貴
族
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
貴
族
」
と
「
武

官
」
を
別
の
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
並
置
す
る

こ
と
は
、
論
理
的
に
不
適
切
で
あ
る
。

  

・「
警
備
の
武
士
」
は
、
そ
の
貴
族
の
背
後
、
左

手
に
侍
っ
て
い
る
人
々

  

・「
僧
兵
」
は
、
さ
ら
に
そ
の
左
手
奥
に
座
っ
て

い
る
白
装
束
の
人
々

と
な
る
。

  

以
上
の
通
り
で
あ
る
か
ら
、
本
件
申
請
図
書
の

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
何
の
問
題
も
な
い
。

  

と
こ
ろ
が
文
科
省
は
、こ
の
中
の
「
武
士
」
が
「
生

徒
が
誤
解
す
る
表
現
で
あ
る
」
と
し
て
検
定
意
見

を
付
け
、
翌
年
の
検
定
で
は
、「
武
官
」
に
変
え
さ

せ
て
検
定
合
格
と
し
た
の
で
あ
る
。

  

し
か
し
、
こ
れ
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。
文
科

省
の
指
示
に
従
え
ば
、
こ
の
絵
の
中
に
武
士
は
存

在
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
で
は
、
並
ん
で
座
っ

て
い
る
左
手
の
貴
族
た
ち
の
背
後
に
い
る
武
装
し

た
人
々
は
武
士
で
は
な
い
の
か
、
ど
の
よ
う
な
論

拠
か
ら
彼
ら
は
武
士
で
は
な
い
と
言
え
る
の
か
、

何
の
説
明
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。

  

次
に
、
令
和
三
年
、
参
議
院
文
教
委
員
会
で
、

松
沢
成
文
議
員
（
維
新
）
が
質
問
し
、
文
科
省
の

検
定
意
見
が
ダ
ブ
ル
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、

文
科
省
は
帝
国
書
院
の
図

の
説
明
文
に
は
「
警
備
す

る
武
士
た
ち
」
と
「
た
ち
」

が
つ
い
て
い
る
か
ら
、
そ

の
「
た
ち
」
の
中
に
は
武

官
が
含
ま
れ
る
か
ら
問
題

は
な
い
、
と
い
う
答
弁
で

あ
っ
た
。
こ
の
答
弁
は
支

離
滅
裂
で
、
何
の
反
論
に

も
な
っ
て
い
な
い
。
本
件
申
請
図
書
に
対
し
て
は

絵
の
中
に
武
士
は
い
な
い
と
し
て
お
き
な
が
ら
、

帝
国
書
院
に
対
し
て
は
武
士
の
存
在
を
許
容
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

   

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
反
論
で
被
告
は
、
帝
国
書

院
が
正
し
い
こ
と
の
理
由
を
変
更
し
、
帝
国
書
院

の
絵
は
自
由
社
よ
り
も
広
い
範
囲
を
ト
リ
ミ
ン
グ

し
て
お
り
、
右
側
に
三
人
ほ
ど
い
る
人
物
が
武
士

で
あ
る
、
と
言
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
恥

の
上
塗
り
と
言
う
べ
き
対
応
で
あ
り
、
被
告
は
ま

す
ま
す
苦
し
い
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
る
。

  

文
科
省
の
論
理
の
破
綻
を
裏
付
け
る
よ
う
な
事

実
が
あ
る
。
帝
国
書
院
は
令
和
三
年
の
訂
正
申
請

で
、「
武
士
」
の
語
を
「
武
官
」
に
変
え
て
提
出
し
、

文
科
省
は
こ
れ
を
承
認
し
た
。
こ
れ
は
文
科
省
が

実
際
に
は
、
帝
国
書
院
に
「
武
士
」
の
語
の
使
用

を
認
め
た
の
は
ダ
ブ
ス
タ
検
定
に
あ
た
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る
。

  

➎
仏
教
伝
来

〈
該
当
記
述
〉

　
欽
明
天
皇
の
治
世
で
あ
っ
た
五
五
二
年
、

   

金
銅
（
銅
・
青
銅
の
金
メ
ッ
キ
）
の
仏

   

像
と
経
典
を
大
和
朝
廷
に
献
上
し
ま
し

   

た
。
こ
れ
を
仏
教
伝
来
と
い
い
ま
す
。
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〈
検
定
意
見
〉

　
生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現

   
で
あ
る
。（
仏
教
伝
来
の
年
に
つ
い
て
の

   

現
在
の
学
説
状
況
）

【
原
告
訴
状
】

　

仏
教
伝
来
の
年
に
関
し
て
、
五
三
八
年
（
六
世

紀
前
半
）
説
と
五
五
二
年
（
六
世
紀
半
ば
）
説
の

二
つ
の
説
は
、
検
定
で
は
ど
ち
ら
の
説
も
認
め
る

べ
き
。育
鵬
社
や
学
び
舎
が
六
世
紀
前
半
説
を
と
っ

て
検
定
意
見
が
付
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
整
合

性
は
あ
る
。
し
か
し
、
東
京
書
籍
や
山
川
出
版
社

は
自
由
社
同
様
、「
六
世
紀
半
ば
」
と
し
て
い
る
が
、

検
定
意
見
が
付
か
ず
、
ダ
ブ
ス
タ
検
定
で
あ
る
。

【
被
告
主
張
】

　

仏
教
公
伝
の
年
に
つ
い
て
は
、
五
三
八
年
に
伝

来
し
た
と
す
る
説
と
五
五
二
年
に
伝
来
し
た
と
す

る
説
が
あ
り
、
通
説
的
考
え
方
が
な
い
た
め
、
年

次
を
特
定
し
て
記
述
す
る
の
で
あ
れ
ば
学
説
状
況

に
照
ら
し
て
双
方
の
説
に
触
れ
て
記
述
す
る
必
要

が
あ
る
の
に
、
本
件
申
請
図
書
に
は
「（
前
略
）

五
五
二
年
、
金
銅
（
銅
・
青
銅
の
金
メ
ッ
キ
）
の

仏
像
と
経
典
を
大
和
朝
廷
に
献
上
し
ま
し
た
。
こ

れ
を
仏
教
伝
来
と
い
い
ま
す
。」
と
の
み
記
述
し
、

五
三
八
年
説
に
触
れ
ず
、
五
五
二
年
に
伝
来
し
た

と
す
る
説
を
断
定
し
て
記
載
し
た
か
ら
検
定
意
見

を
付
し
た
。
他
方
、
仏
教
伝
来
の
時
期
に
関
す
る

山
川
出
版
社
や
東
京
書
籍
の
「
六
世
紀
半
ば
」
と

い
う
表
現
は
、
五
三
八
年
と
五
五
二
年
の
両
方
を

包
含
す
る
か
ら
検
定
意
見
を
つ
け
な
か
っ
た
。

【
原
告
反
論
】

　

そ
れ
な
ら
ば
、訴
状
で
言
及
し
た
育
鵬
社
の
「
六

世
紀
前
半
に
は
、
仏
教
が
伝
来
し
ま
し
た
」
と
の

記
述
は
、
五
五
二
年
を
排
除
し
て
い
る
か
ら
当
然

検
定
意
見
を
付
け
る
べ
き
な
の
に
つ
け
て
い
な
い
。

学
び
舎
の
「
仏
教
は
六
世
紀
前
半
に
百
済
か
ら
伝

え
ら
れ
ま
し
た
」
も
同
様
で
あ
る
。

➏
ペ
リ
ー
神
奈
川
上
陸
図

〈
該
当
記
述
〉

　
⑤
タ
イ
ト
ル
「
ペ
リ
ー
神
奈
川
上
陸
図
」

〈
検
定
意
見
〉

　
不
正
確
で
あ
る
。

【
原
告
訴
状
】

　

同
一
絵
画
で
あ
る
が
、
絵
画
の
正
式
名
称
は
、

東
京
国
立
博
物
館
蔵
で
は
「
ペ
リ
ー
提
督
神
奈
川

上
陸
図
」、
横
浜
開
港
資
料
館
蔵
で
は
「
ペ
リ
ー
提

督
・
横
浜
上
陸
の
図
」
と
な
っ
て
い
る
。
指
摘
は

絵
画
の
正
式
名
称
を
書
け
と
い
う
要
求
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
指
摘
は
当
を
得
て
い
な
い
。

こ
の
絵
画
は
文
化
史
の
教
材
と
し
て
掲
載
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
ペ
リ
ー
上
陸
の
こ
と
が
ら
を
伝

え
て
い
る
絵
画
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
目
的
で
掲

載
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
こ
こ
で
正
式
名
称
を
生

徒
が
覚
え
る
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
こ
の
資
料
を
掲
載
し
て

い
る
の
は
、
自
由
社
以
外
に
も
三
社
あ
る
。

▽
育
鵬
社
（
一
七
一
頁
）
ペ
リ
ー
神
奈
川
上
陸

　
　
図
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵)

　
▽
山
川
出
版
社
（
一
五
四
頁
）
黒
船
来
航
図
・

　
　（
一
六
六
頁
）
黒
船
の
来
航
神
奈
川
県
横
浜

　
　
開
港
資
料
館
蔵

　
▽
学
び
舎
（
一
五
一
頁
）
横
浜
に
上
陸
す
る
ペ

　
　
リ
ー(

横
浜
開
港
資
料
館
蔵)

こ
れ
ら
三
社
は
絵
画
の
正
式
名
称
を
記
し
て
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
何

の
検
定
意
見
も
付
け
て
い
な
い
。
育
鵬
社
の
場
合

に
い
た
っ
て
は「
ペ
リ
ー
神
奈
川
上
陸
図
」と
い
う
、

自
由
社
と
全
く
同
一
の
タ
イ
ト
ル
を
付
け
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、で
あ
る
。
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
検
定
で
あ
る
。

【
被
告
主
張
】

　

絵
画
を
歴
史
教
科
書
の
資
料
と
し
て
使
用
す
る

場
合
に
は
、
必
ず
そ
の
絵
画
の
正
式
名
称
を
書
か

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、そ
の
点
に
瑕
疵
が
あ
れ
ば
「
不

正
確
」
と
な
る
。
山
川
出
版
や
学
び
舎
は
『　

』
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を
使
用
し
て
絵
画
の
正
式
名
称
を
き
ち
ん
と
表
記

し
て
い
る
。

【
原
告
反
論
】

　

被
告
の
指
摘
は
当
を
得
て
い
な
い
。

　

第
一
に
、
こ
の
絵
画
は
文
化
史
の
教
材
と
し
て

掲
載
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ペ
リ
ー
上
陸
の
こ

と
が
ら
を
伝
え
て
い
る
絵
画
で
あ
る
と
い
う
だ
け

の
目
的
で
掲
載
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
絵
画
の
正
式
名
称
を
生
徒
が
覚
え
る
必
要
な

ど
な
い
。

　

第
二
に
、「　

」
の
ル
ー
ル
は
本
件
申
請
図
書
で

も
同
様
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
本
件
申
請
図
書

に
お
い
て
も
掲
載
絵
画
に
「　

」
が
つ
い
て
い
る

も
の
と
つ
い
て
い
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
例
え
ば

「
ペ
リ
ー
神
奈
川
上
陸
図
」
に
は
前
述
の
理
由
で

「　

」
が
つ
い
て
い
な
い
。
他
方
、
歌
川
広
重
・
画

「
亀
戸
梅
屋
敷
」
に
は
「　

」
が
つ
い
て
い
る
が
、

こ
れ
は
文
化
史
上
の
作
品
と
し
て
扱
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　

一
方
、
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
絵
画
名
を
要
求
し
て

お
き
な
が
ら
、
育
鵬
社
の
場
合
に
は
、
正
式
名
称

は
「
ペ
リ
ー
提
督
神
奈
川
上
陸
図
」
で
あ
る
の
に
、

「
絵
画
の
正
式
名
称
と
乖
離
が
多
少
あ
る
が
」
な
ど

と
言
い
訳
を
し
つ
つ
、「『
ペ
リ
ー
神
奈
川
上
陸
図
』

だ
け
で
よ
い
」
と
は
あ
ま
り
に
差
別
的
扱
い
が
ひ

ど
い
。
ち
な
み
に
育
鵬
社
の
場
合
に
も
「　

」
は

つ
い
て
い
な
い
。

➐
仁
徳
天
皇

〈
該
当
記
述
〉

  

「
仁
徳
天
皇
　
世
界
一
の
古
墳
に
祀
ら
れ

  

て
い
る
」

〈
検
定
意
見
〉

生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現

   

で
あ
る
。（「
祀
ら
れ
て
い
る
」）

【
原
告
訴
状
】　

仁
徳
天
皇
陵
と
さ
れ
て
い
る
世
界
最
大
の
古
墳

「
大
山
古
墳
」
の
被
葬
者
に
つ
い
て
、
考
古
学
的
に

は
議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
葬

ら
れ
て
い
る
」
と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
「
誤
解
す

る
お
そ
れ
」
が
あ
る
。

　

ま
た
、
宮
内
庁
は
こ
れ
ま
で
歴
代
の
天
皇
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
陵
の
場
所
を
比
定
し
た
。

仁
徳
天
皇
陵
に
は
拝
所
や
鳥
居
を
設
け
、篤
く
祀
っ

て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
特
に
仁
徳
天
皇
は

民
の
か
ま
ど
か
ら
煙
が
上
が
ら
な
い
の
を
見
て
課

税
を
止
め
る
仁
政
を
敷
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
な
ど
、

古
く
か
ら
民
衆
の
敬
愛
を
集
め
て
き
た
。「
祀
ら
れ

る
」
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
古
代
の
天
皇
だ
っ
た
。

【
被
告
主
張
】

　
「
葬
る
」
は
、「
死
体
・
遺
骨
を
墓
所
な
ど
に
お

さ
め
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
皇
室
典
範

第
二
十
七
条
に
お
い
て
は
「
天
皇
（
略
）
を
葬
る

所
を
陵
」
と
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、『
日
本
書
紀
』

仁
徳
天
皇
八
十
七
年
十
月
己
丑
条
に
は
「（
仁
徳
天

皇
を
）
百
舌
鳥
野
（
も
ず
の
の
）
陵
（
み
さ
さ
ぎ
）

に
葬
り
ま
つ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏

ま
え
る
と
、
遺
体
・
遺
骨
を
古
墳
や
墓
所
な
ど
に

お
さ
め
る
こ
と
を
「
葬
る
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
、

歴
史
学
上
正
確
と
い
え
る
。

　

一
方
で
、「
祀
る
」
は
、「
神
と
し
て
あ
が
め
、

一
定
の
場
所
に
鎮
め
奉
る
」
こ
と
な
ど
を
意
味
し
、

必
ず
し
も
そ
の
意
味
に
遺
体
・
遺
骨
を
古
墳
や
墓

所
な
ど
に
お
さ
め
る
事
実
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
、「
祀
る
」
は
歴
史
学
に
お
い
て
も
、
当

該
事
実
を
表
す
正
確
な
表
現
と
は
い
え
な
い
。

【
原
告
反
論
】

　

被
告
は「（
仁
徳
天
皇
を
）百
舌
鳥
野（
も
ず
の
の
）

陵
（
み
さ
さ
ぎ
）
に
葬
り
ま
つ
る
」
と
い
う
記
述

を
論
拠
に
主
張
を
展
開
し
て
い
る
が
、こ
こ
に
「
葬

る
」
と
「
ま
つ
る
」
の
両
方
が
書
か
れ
て
い
る
で

は
な
い
か
。

　

そ
の
う
ち
、「
葬
る
」
に
つ
い
て
は
考
古
学
上
疑

念
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、「
ま
つ
る
」（
祀
る
）
の

ほ
う
は
宮
内
庁
が
実
際
に
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
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る
の
で
、
学
問
的
に
慎
重
を
期
し
て
「
祀
る
」
と

表
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
何
ら
問
題

は
な
い
。

　

被
告
は
陵
の
一
般
的
な
定
義
を
も
っ
て
こ
の
原

告
の
主
張
に
対
す
る
回
答
を
回
避
し
た
の
で
あ
る
。

➑
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

〈
該
当
記
述
〉

　「
④
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
造
っ
た
の
は
誰
か
」

  

中
，「
約
二
五
〇
〇
年
前
の
ギ
リ
シ
ャ
の

  

歴
史
家
で
、「
歴
史
の
父
」
と
呼
ば
れ
る

  

ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
、『
歴
史
』
と
い
う
本
で
、

　「
大
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
、
十
万
人
の
奴
隷
が

　
二
十
年
間
働
い
て
造
っ
た
も
の
で
、
ク
フ

　
王
と
い
う
残
忍
な
王
の
墓
で
あ
る
」
と

　
書
き
ま
し
た
。

〈
検
定
意
見
〉

不
正
確
で
あ
る
。

【
原
告
訴
状
】

　

ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
に
は
、「
常
に
十
万
人

も
の
人
間
が
、
三
ヶ
月
交
替
で
労
役
に
復
し
た
」、

「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
自
体
の
建
造
に
は
二
十
年
を
要
し

た
」、「
悪
行
は
限
り
を
知
ら
ず
、
果
て
は
金
に
窮

し
て
己
の
娘
を
娼
家
に
出
し
」
な
ど
と
書
か
れ
て

い
る
（
岩
波
文
庫
版
）。

　

こ
れ
を
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
収
め
る
た
め
に

「　

」
の
よ
う
に
要
約
し
た
。
普
通
に
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
古
典
的
な
著
作
は
、
グ

ダ
グ
ダ
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
だ
。
直
接
引
用
し

て
い
た
ら
教
科
書
に
収
ま
ら
な
い
。「　

」
は
直
接

引
用
に
限
る
と
い
う
文
章
構
成
上
の
規
則
は
な
い
。

【
被
告
主
張
】

　

申
請
図
書
の
「
大
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
、
十
万
人
の

奴
隷
が
二
十
年
間
働
い
て
造
っ
た
も
の
で
、
ク
フ

王
と
い
う
残
忍
な
王
の
墓
で
あ
る
」
と
の
記
述
が
、

ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
か
ら
の
直
接
の
引
用
で

あ
る
と
誤
解
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

【
原
告
反
論
】

　

そ
も
そ
も
日
本
文
に
お
い
て
「　

」
に
は
、
①

直
接
引
用
と
②
要
約
引
用
の
二
つ
の
使
い
方
が
あ

る
。
こ
れ
は
広
く
日
本
文
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
が
、
文
科
省
は
教
科
書
検
定
に
お

い
て
①
の
用
法
し
か
認
め
な
い
立
場
を
と
っ
て
い

る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
②
の
用
法
を
認

め
な
け
れ
ば
新
聞
記
者
は
記
事
を
書
く
こ
と
が
で

き
な
い
。
一
方
、
学
術
論
文
の
特
殊
な
ケ
ー
ス
で

は
①
の
ル
ー
ル
に
厳
密
に
従
う
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
そ
の
ル
ー
ル
を
教
科
書
に
適
用
す
る
の
は
不

適
切
で
あ
る
。
も
し
、
文
科
省
が
、
①
の
用
法
し

か
認
め
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
事
例
は
明
ら

か
に
ル
ー
ル
に
違
反
し
て
い
る
。

　

東
京
書
籍
（
一
二
四
頁
）
に
は
島
崎
藤
村
の
小

説
『
破
戒
』
か
ら
「
差
別
さ
れ
な
い
た
め
に
、
自

分
が
被
差
別
部
落
出
身
で
あ
る
こ
と
を
他
人
に
明

か
す
な
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
原
文
の
要

約
引
用
で
あ
り
、
し
か
も
時
代
的
に
は
原
文
に
は

あ
り
え
な
い
「
被
差
別
部
落
」
と
い
う
言
葉
ま
で

用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
つ
い
て
は

何
ら
検
定
意
見
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。
明
白
な
ダ

ブ
ス
タ
検
定
で
あ
る
。

➒
錦
の
御
旗

〈
該
当
記
述
〉

　「
③
錦
の
御
旗
」
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
中
、

　「
か
つ
て
、
承
久
の
乱
の
後
鳥
羽
上
皇
や

　
…
が
か
か
げ
ま
し
た
。」

〈
検
定
意
見
〉

生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現

　
で
あ
る
。（
承
久
の
乱
で
後
鳥
羽
上
皇
が

　
か
か
げ
た
と
す
る
の
は
断
定
的
に
過
ぎ

　
る
。

【
原
告
訴
状
】

検
定
意
見
に
対
し
て
原
告
は
〈
信
頼
性
の
高
い

『
国
史
大
辞
典
』
に
は
、「
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
承

久
の
乱
に
あ
た
り
、
後
鳥
羽
上
皇
か
ら
十
人
の
大

将
に
錦
御
旗
を
賜
わ
っ
て
官
軍
の
標
と
し
た
こ
と
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が
『
承
久
記
』
に
あ
り
、『
太
平
記
』
に
も
旗
に
つ

い
て
の
記
載
が
あ
る
。〉
旨
の
主
張
を
展
開
し
た
。

こ
れ
に
対
す
る
文
科
省
の
「
反
論
認
否
書
」
で
は
、

認
め
な
い
理
由
が
「
後
鳥
羽
上
皇
が
承
久
の
乱
に

お
い
て
こ
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
の
旗
を
掲
げ
た
よ

う
に
誤
解
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
変
わ
っ
て
い

た
。

【
被
告
主
張
】

　

原
告
が
『
国
史
大
事
典
』
よ
り
引
用
し
た
『
承

久
記
』
は
軍
記
物
と
呼
ば
れ
る
文
学
作
品
で
あ
り
、

諸
本
の
間
で
当
該
場
面
の
描
写
に
異
同
が
多
く
、

客
観
的
事
実
に
基
づ
か
な
い
創
作
的
描
写
で
あ
る

可
能
性
が
あ
る
。『
太
平
記
』
の
当
該
部
分
に
つ
い

て
は
、
後
醍
醐
天
皇
に
係
る
記
述
で
あ
り
、
双
方

と
も
に
、
承
久
の
乱
の
際
に
後
鳥
羽
上
皇
が
「
錦

の
御
旗
」
を
掲
げ
た
歴
史
的
事
実
そ
の
も
の
を
記

述
し
た
史
料
と
い
え
な
い
。

　

な
お
、
原
告
の
検
定
意
見
が
反
論
認
否
書
に
お

い
て
変
わ
っ
て
い
た
と
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
検

定
意
見
の
指
摘
の
趣
旨
が
以
上
の
と
お
り
で
あ
っ

て
、
指
摘
内
容
に
変
更
は
な
い
。

【
原
告
反
論
】

　

被
告
の
主
張
は
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

論
点
の
整
理
を
行
い
た
い
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
被
告
は
「
指
摘
内
容
に
変
更

は
な
い
」
と
強
弁
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
被
告
の

反
論
の
内
容
は
専
ら
①
「
検
定
意
見
段
階
」
の
論

点
に
集
中
し
つ
つ
、
②
「
反
論
認
否
書
段
階
」
の

論
点
も
維
持
し
続
け
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、

①
の
論
点
で
敗
北
し
た
と
き
の
安
全
策
と
し
て
、

②
の
論
点
も
維
持
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
論
点
ず
ら
し
は
不
当
で
あ
り
、

あ
と
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
②
の
論
点
は
、
そ
も

そ
も
当
初
の
検
定
意
見
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
改

め
て
確
認
し
て
お
く
。
も
ち
ろ
ん
、
原
告
は
申
請

図
書
の
中
で
、
後
鳥
羽
上
皇
が
明
治
維
新
で
使
わ

れ
た
錦
の
御
旗
の
写
真
と
同
じ
デ
ザ
イ
ン
の
錦
の

御
旗
を
か
か
げ
た
な
ど
と
記
述
し
た
こ
と
は
な
い
。

　

第
二
に
、
改
め
て
①
の
論
点
に
つ
い
て
、
被
告

の
主
張
に
反
論
す
る
。
被
告
は
『
承
久
記
』
は
、

㋐
軍
記
物
と
呼
ば
れ
る
文
学
作
品
で
あ
る
こ
と
、

㋑
被
告
が
言
及
し
た
三
つ
の
写
本
の
な
か
の
一
つ

に
、後
鳥
羽
上
皇
が
軍
勢
を
指
揮
す
る
十
人
に
「
御

旗
」
を
与
え
た
と
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
、
を
認

め
つ
つ
、
他
の
二
つ
の
写
本
に
そ
の
記
述
が
見
当

た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、「
客
観
的
事
実
に
基
づ
か
な

い
創
作
的
描
写
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
主
張

す
る
。

　

し
か
し
、
権
威
の
あ
る
、
信
頼
性
の
高
い
、
専

門
家
が
執
筆
し
た
『
国
史
大
辞
典
』
に
書
か
れ
て

い
る
以
上
、
そ
の
記
述
を
、
根
拠
無
き
も
の
と
し

て
従
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
被
告
の
要
求
は

あ
ま
り
に
理
不
尽
で
あ
る
。
準
備
書
面
の
中
で
被

告
は
し
ば
し
ば
、
歴
史
辞
典
に
依
拠
し
て
議
論
を

展
開
し
て
お
り
、
そ
の
全
て
の
内
容
に
原
告
が
同

意
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
原
告
が
教
科
書
執

筆
の
過
程
で
『
国
史
大
辞
典
』
を
典
拠
に
す
る
こ

と
ま
で
否
定
す
る
の
は
あ
ま
り
に
ご
都
合
主
義
で

恣
意
的
な
主
張
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

10
坂
本
龍
馬
と
大
政
奉
還

〈
該
当
記
述
〉

  

「
⑤
坂
本
龍
馬
」
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
中
、「
土

  

佐
藩
を
通
じ
て
徳
川
慶
喜
に
大
政
奉
還
を

  

は
た
ら
き
か
け
た
と
も
い
わ
れ
ま
す
。」

〈
検
定
意
見
〉

   

生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現

   

で
あ
る
。(

龍
馬
の
実
際
の
行
動)

【
原
告
訴
状
】

　

坂
本
龍
馬
が
薩
摩
・
土
佐
両
藩
の
間
で
周
旋
を

行
い
、
両
藩
が
大
政
奉
還
に
合
意
し
た
薩
土
盟
約

の
議
論
に
も
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
、
史
料
上
明

白
で
あ
る
。
ま
た
、
大
政
奉
還
前
日
に
そ
の
採
否

を
決
め
る
会
議
に
出
席
す
る
後
藤
象
二
郎
に
あ
て

た
書
簡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、最
近
、「
船
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中
八
策
」
不
在
説
が
出
て
い
る
学
説
状
況
も
見
据

え
て
、「
は
た
ら
き
か
け
た
と
も
い
わ
れ
ま
す
」
と

い
う
、
断
定
を
避
け
た
慎
重
な
書
き
方
を
敢
え
て

し
て
い
る
。

　

し
か
し
、自
由
社
の
「
反
論
書
」
に
対
す
る
「
認

否
書
」
で
は
、「
一
般
的
な
記
述
で
は
な
く
、
坂
本

龍
馬
の
実
際
の
行
動
を
誤
解
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
」

と
し
て
否
と
し
た
。
自
由
社
の
記
述
は
「
一
般
的

な
記
述
」
に
過
ぎ
ず
、「
坂
本
龍
馬
の
実
際
の
行
動

を
誤
解
す
る
お
そ
れ
」
な
ど
あ
り
得
な
い
。

　

な
お
、
他
社
の
記
述
を
見
る
と
、
坂
本
龍
馬
が

大
政
奉
還
に
関
与
し
た
と
記
す
教
科
書
は
自
由
社

以
外
に
四
社
も
あ
る
。
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
検

定
で
あ
る
。

【
被
告
主
張
】

　

坂
本
龍
馬
の
大
政
奉
還
に
対
す
る
関
与
に
つ
い

て
は
、
坂
本
龍
馬
の
大
政
奉
還
の
構
想
は
、
後
藤

象
二
郎
の
理
解
と
同
意
を
得
た
う
え
で
、
土
佐
藩

の
前
藩
主
で
あ
る
山
内
豊
信
（
容
堂
）
の
理
解
と

同
意
を
得
る
と
い
う
段
階
を
踏
ん
で
、
土
佐
藩
の

方
針
と
な
り
、
土
佐
藩
の
建
白
書
と
し
て
徳
川
慶

喜
に
提
出
さ
れ
た
と
理
解
す
る
の
が
現
在
の
歴
史

学
に
お
い
て
定
着
し
て
い
る
通
説
的
考
え
方
で
あ

る
。　

　

し
か
し
、
本
件
申
請
図
書
の
記
述
は
、
上
記
の

歴
史
的
な
事
実
が
過
度
に
省
略
さ
れ
て
お
り
、
坂

本
龍
馬
に
よ
る
働
き
か
け
に
係
る
因
果
経
過
を
理

解
す
る
こ
と
な
く
、
坂
本
龍
馬
が
、
後
藤
象
二
郎

ら
の
関
与
な
し
に
、
徳
川
慶
喜
に
単
独
で
働
き
か

け
を
行
っ
た
と
誤
っ
て
認
識
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

な
お
、
他
社
の
記
述
は
そ
の
因
果
経
過
を
記
し
て

お
り
、
誤
解
す
る
恐
れ
は
な
い
。

【
原
告
反
論
】

　

被
告
の
主
張
は
は
詭
弁
で
あ
る
。「
土
佐
藩
を
通

じ
て
徳
川
慶
喜
に
大
政
奉
還
を
は
た
ら
き
か
け
た

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。」
と
の
記
述
は
、
被
告
主

張
の
、「
通
説
」「
後
藤
象
二
郎
の
理
解
と
同
意
を

得
た
う
え
で
、
土
佐
藩
の
前
藩
主
で
あ
る
山
内
豊

信
（
容
堂
）
の
理
解
と
同
意
を
得
る
と
い
う
段
階

を
踏
ん
で
、
土
佐
藩
の
方
針
と
な
り
、
土
佐
藩
の

建
白
書
と
し
て
徳
川
慶
喜
に
提
出
さ
れ
た
」
と
ど

こ
が
違
う
の
か
。「
土
佐
藩
を
通
じ
て
」
と
あ
る
で

は
な
い
か
。
後
藤
象
二
郎
の
名
前
を
出
さ
な
け
れ

ば
、
坂
本
龍
馬
が
徳
川
慶
喜
に
直
接
働
き
か
け
た

こ
と
に
な
る
、
な
ど
と
い
う
読
み
は
、
教
科
書
調

査
官
の
妄
想
に
す
ぎ
な
い
。
被
告
は
、
後
藤
象
二

郎
の
名
前
を
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
「
歴

史
的
事
実
が
過
度
に
省
略
さ
れ
て
い
る
」
な
ど
と

批
評
す
る
が
、
全
く
当
て
は
ま
ら
な
い
。
歴
史
的

事
実
を
ど
の
程
度
具
体
的
に
書
く
か
は
筆
者
の
自

由
で
あ
り
、
そ
れ
が
記
述
上
の
何
か
の
欠
陥
に
な

る
わ
け
は
な
い
。

　

し
か
も
、
最
近
、「
船
中
八
策
」
不
在
説
が
出
て

い
る
学
説
状
況
も
見
据
え
て
、「
は
た
ら
き
か
け
た

と
も
い
わ
れ
ま
す
」
と
い
う
、
断
定
を
避
け
た
慎

重
な
書
き
方
を
敢
え
て
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
他
四
社
の
記
述
は
問
題
な
い
と
被
告
は

言
う
が
、
例
え
ば
、
教
育
出
版
の
「
坂
本
龍
馬
と

大
政
奉
還
」
に
お
け
る
記
述
は
、〈
龍
馬
は
（
中
略
）

後
藤
象
二
郎
に
「
船
中
八
策
」
と
よ
ば
れ
る
新
し

い
日
本
の
政
治
構
想
を
話
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。（
中
略
）
後
藤
は
、
そ
の
後
、
土
佐
藩
を
通
じ

て
大
政
奉
還
を
徳
川
慶
喜
に
勧
め
（
中
略
）〉
と
の

記
述
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
育
鵬
社
は
〈「
大
政
奉
還
」
の
「
公
武
合
体

の
立
場
を
と
る
土
佐
藩
で
は
、
坂
本
龍
馬
や
後
藤

象
二
郎
が
、
前
藩
主
の
山
内
豊
信
（
容
堂
）
を
通

し
て
慶
喜
に
、
倒
幕
派
の
先
手
を
打
っ
て
政
権
を

朝
廷
に
返
す
よ
う
進
言
し
ま
し
た
。慶
喜
は（
中
略
）

政
権
を
朝
廷
に
返
す
こ
と
を
発
表
し
ま
し
た
（
大

政
奉
還
）。〉
と
の
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
の
社
の
記
述
も
、
本
件
申
請
図
書
と
同

趣
旨
で
あ
り
、
明
ら
か
な
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
被
告
の
主
張
は
成

り
立
た
ず
、
本
検
定
は
違
法
で
あ
る
。
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