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「
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
平
等
だ
」 

「
み
ん
な
が
、
政
治
に
参
加
す
る
権
利
だ
っ
て
持
っ
て
い
る
ん
だ
」 

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
八
月
、
大
磯
に
あ
る
劇
場
は
、
一
〇
〇
〇
名
ほ
ど
の
人
で
埋
め
つ
く
さ

れ
ま
し
た
。
前
方
の
舞
台
の
上
で
は
、
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
し
て
、
弁
士

べ

ん

し

が
拳

こ
ぶ
し

を
大
き
く
振
り
あ

げ
て
、
周
り
の
人
々
に
訴
え
て
い
ま
し
た
。 



「
国
会
を
つ
く
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
だ
め
だ
、
憲
法

け
ん
ぽ
う

を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
…
」 

「
憲
法
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
近
代
国
家
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
欧
米

お
う
べ
い

列
強

れ
っ
き
ょ
う

に
我
が
国
を
認
め
さ
せ
る
に

は
、
憲
法
が
必
要
な
の
だ
」 

国
会
開
設
の
請
願
書

せ
い
が
ん
し
ょ

の
署
名
を
集
め
て
い
く
中
で
、
多
く
の
人
々
が
、
政
治
や
自
分
た
ち
の
暮
ら
し

に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
政
治
を
一
部
の
人
々
に
任
せ
て
い
て
は
、
自
分
た
ち
の
権
利
が

狭 せ
ば

め
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

「
だ
か
ら
こ
そ
、
政
治
に
つ
い
て
、
国
の
あ
り
方
や
世
界
の
情
勢
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
も
っ
と
学
ば
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
す
」 

全
国
各
地
で
こ
う
し
た
自
由

じ

ゆ

う

民
権

み
ん
け
ん

運
動
が
広
が
り
、
多
く
の
学
習
結
社

け
っ
し
ゃ

（
ま
た
は
政
治
結
社
）
が
設

立
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
日
、
大
磯
で
開
か
れ
た
の
は
、
大
住

お
お
す
み

・
淘 ゆ

る

綾 ぎ

郡
（
現
平
塚
市
、
伊
勢
原
市
、
秦
野
市
、
大
磯
町
、



二
宮
町
）
を
中
心
に
学
習
討
論
活
動
を
す
る
湘

し
ょ
う

南
社

な
ん
し
ゃ

の
発
会

は
っ
か
い

式
で
し
た
。 

国
会
開
設
運
動
で
、
駆
け
ず
り
回
っ
た
福
井

ふ

く

い

直 な
お

吉 き
ち

も
会
員
と
な
っ
て
、
そ
の
設
立
に
重
要
な
役
割
を

果
た
し
ま
し
た
。 

湘
南
社
は
、
一
五
〇
人
ほ
ど
の
会
員
が
い
て
、
事
務
局
は
大
磯
に
あ
り
ま
し
た
。
金
目
や
伊
勢
原
に

も
支
社
が
置
か
れ
、
講 こ

う

学
会

が
く
か
い

と
い
う
学
習
会
を
つ
く
り
ま
し
た
。
金
目
で
は
宮
田

み

や

た

寅 と
ら

治 じ

、
猪
俣
道
之

い
の
ま

た

み

ち

の

輔 す
け

、

森 も
り

鑅 こ
う

三
郎

ざ
ぶ
ろ
う

ら
が
中
心
と
な
っ
て
活
動
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
と
も
に
、
大
き
な
農
家
の
出
身
で
、
南
金
目

の
小
林

こ
ば
や
し

晋 し
ん

斎 さ
い

の
私
塾
で
あ
る
郁 い

く

文
堂

ぶ
ん
ど
う

で
学
ん
だ
人
た
ち
で
し
た
。 

宮
田
は
当
時
、
南
金
目
村
の
戸 こ

長
ち
ょ
う

で
、
の
ち
に
県
会
議
員
に
な
り
ま
す
。
猪
俣
と
森
は
実
の
兄
弟
で

す
。
弟
の
道
之
輔
は
幼
少
の
こ
ろ
猪
俣
家
の
養
子
に
入
り
、
地
元
の
学
校
の
教
員
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

こ
ろ
は
教
育
関
係
の
役
職
を
受
け
て
い
て
、
の
ち
に
県
会
議
員
、
平
塚
町
長
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
一
月
、
金
目
で
は
じ
め
て
政
談

せ
い
だ
ん

演
説
会
が
、
光
明
寺

こ
う
み
ょ
う
じ

の
観
音
堂
で
開
か



れ
ま
し
た
。
自
由
党
の
植
木

う

え

き

枝 え

盛 も
り

を
招
い
た
こ
と
も
あ
り
、
聴
衆
は
四
〇
〇
人
を
超
え
た
と
い
い
ま
す
。 

「
国
を
平
和
に
治
め
る
こ
と
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
主
権
は
人
民
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」 

猪
俣
も
演
壇

え
ん
だ
ん

に
立
っ
て
訴
え
ま
す
。 

「
大
統
領
や
国
王
を
置
く
の
は
、
主
権
者

の
国
民
が
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を

制
御
す
る
た
め
に
、
憲
法
が
あ
る
の
で
あ
る
」 

宮
田
も
聴
衆
に
自
分
の
考
え
を
述
べ
ま

す
。
主
権

し
ゅ
け
ん

在
民

ざ
い
み
ん

や
三
権

さ
ん
け
ん

分
立

ぶ
ん
り
つ

な
ど
が
訴
え

ら
れ
ま
し
た
。
今
で
こ
そ
当
た
り
前
に
な
り

ま
し
た
が
、
こ
の
こ
ろ
は
進
ん
だ
考
え
方
で

し
た
。 



そ
れ
か
ら
六
年
が
過
ぎ
た
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
二
月
十
一
日
、
同
じ
金
目
観
音
堂
に
多

く
の
人
々
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
正
面
の
入
り
口
に
は
、
日
の
丸
の
旗
が
交
差
し
、
入
口
中
央
に
は

「
祝
憲
法
発
布

は

っ

ぷ

」
と
大
書
さ
れ
た
大
札
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
発
布
さ

れ
、
そ
の
式
典
が
開
か
れ
た
の
で
し
た
。
明
治
天
皇
の
御
真
影

ご

し

ん

え

い

（
肖
像
）
を
拝 お

が

み
、
君
が
代
を
斉
唱

せ
い
し
ょ
う

し
ま

す
。
そ
の
あ
と
、
猪
俣
と
森
が
演
説
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
お
酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
、
み
ん
な
で
祝
杯
を

挙
げ
ま
し
た
。 

こ
の
の
ち
、
日
本
は
近
代
国
家
の
道
を
歩
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

 
作
・
画
／
平
塚
て
づ
く
り
紙
芝
居
の
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た
も
ん
丸 


