
加か

藤と
う

初は
つ

穂ほ

（
愛
知
県
／
聖
霊
高
等
学
校
三
年
）

選
択
課
題
２　

福
澤
諭
吉
が
現
在
の
日
本
を
見
た
ら

「
文
明
」未
だ
な
ら
ず

～
福
澤
諭
吉
の
文
明
観
か
ら
見
た
現
在
の
日
本

佳作福
澤
諭
吉
は
、
幕
末
か
ら
明
治
時
代
後
半
に
か

け
活
躍
し
た
思
想
家
で
あ
り
、「
西
洋
文
明
の
東

道
者（

１
）」

と
し
て
封
建
制
の
支
配
す
る
「
半
開
」
の

江
戸
時
代
か
ら
、
西
洋
を
範
と
し
た
「
文
明
」
の

状
態
に
日
本
を
脱
皮
さ
せ
る
ベ
く
著
述
、
教
育
活

動
を
行
っ
た
。
福
澤
の
関
心
は
、
近
代
国
家
の
条

件
で
あ
る
文
明
の
在
り
方
を
示
し
、
日
本
人
に
対

し
て
近
代
国
家
に
お
け
る
主
体
者
と
し
て
の
独
立

の
精
神
を
養
わ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
福
澤
の
死

後
一
一
五
年
の
間
に
、
日
本
は
目
覚
ま
し
い
変
化

を
遂
げ
た
。
私
た
ち
は
、
急
速
な
変
化
の
中
を
漠

然
と
し
た
不
安
に
覆
わ
れ
な
が
ら
生
き
て
い
る
。

こ
う
し
た
変
化
の
時
代
の
中
で
、
そ
の
始
ま
り
で

あ
っ
た
明
治
の
時
代
に
「
文
明
」
の
在
り
方
を
説

い
た
福
澤
の
思
想
を
振
り
返
る
こ
と
に
は
、
大
き

な
現
代
的
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。こ
の
論
文
で
は
、

福
澤
の
著
作
を
通
じ
て
そ
の
思
想
を
振
り
返
り
、

そ
の
上
で
福
澤
が
現
代
の
日
本
、
そ
し
て
私
た
ち

日
本
人
に
対
し
て
何
を
訴
え
る
か
を
考
え
て
み
た

い
。そ

の
た
め
に
は
、
ま
ず
福
澤
の
思
想
を
整
理
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
福
澤
諭
吉
は
江
戸



澤
が
目
指
し
た
も
の
は
欧
米
型
の
市
民
社
会
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

福
澤
に
と
っ
て
の
「
文
明
」
と
は
、
そ
う
し
た

個
の
独
立
を
基
盤
と
す
る
市
民
社
会
で
あ
っ
た
。

そ
の
「
文
明
」
は
、「
国
の
文
明
は
形
を
も
っ
て

評
す
べ
か
ら
ず
。
…
…
人
民
の
気
風
す
な
わ
ち
こ

れ
な
り（

５
）。」

と
い
う
彼
の
言
葉
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
、
物
質
的
な
「
外
の
文
明
」
で
は
な
く
、「
内

に
存
す
る
精
神
」
で
あ
り
、
福
澤
は
そ
こ
に
こ
そ

日
本
の
後
進
性
を
認
め
変
革
を
迫
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
原
因
を
福
澤
は
、「
そ
も
そ
も
我
が
国

の
人
民
に
気
力
な
き
そ
の
原
因
を
尋
ぬ
る
に
、
数

千
百
年
の
古
よ
り
全
国
の
権
柄
を
政
府
の
一
手
に

握
り
、武
備
文
学
よ
り
工
業
商
売
に
い
た
る
ま
で
、

人
間
些
末
の
事
務
と
い
え
ど
も
政
府
の
関
わ
ら
ざ

る
は
な
く
、
人
民
は
た
だ
政
府
の
そ
う
す
る
と
こ

ろ
に
向
か
っ
て
奔
走
す
る
の
み
。
あ
た
か
も
国
は

政
府
の
私
有
に
し
て
、
人
民
は
国
の
食
客
た
る
が

如
し（

６
）。」

と
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
封
建
体
制
の

担
い
手
と
し
て
の
幕
府
を
批
判
し
た
が
、
同
時
に

明
治
維
新
を
行
っ
た
勢
力
に
つ
い
て
も
、
も
と
も

と
は
「
勤
王
派
の
挙
動
を
見
れ
ば
、
幕
府
に
較
べ

て
お
釣
り
の
出
る
ほ
ど
の
鎖
国
攘
夷
、
も
と
よ
り

コ
ン
ナ
連
中
に
加
勢
し
よ
う
と
は
思
い
も
寄
ら

ず（
７
）」

と
不
信
感
を
抱
い
て
い
た
。
明
治
政
府
に
つ

き
は
、
科
学
主
義
の
確
立
と
独
立
の
精
神
の
振
作

と
に
在
っ
た（

２
）」

と
述
べ
て
い
る
通
り
、
そ
う
し
た

活
動
を
通
じ
て
福
澤
が
最
も
重
視
し
た
の
は
、
主

体
性
を
持
っ
た
個
人
の
独
立
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。福

澤
の
活
躍
し
た
一
九
世
紀
後
半
は
、
欧
米
列

強
に
よ
る
帝
国
主
義
の
最
も
盛
ん
な
時
代
で
あ
っ

た
。
東
ア
ジ
ア
の
大
国
で
あ
っ
た
清
が
ア
ヘ
ン
戦

争
で
イ
ギ
リ
ス
に
大
敗
を
喫
し
た
こ
と
は
、
幕
末

の
日
本
人
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
、
欧
米
列
強
の

脅
威
か
ら
日
本
を
守
る
べ
く
明
治
維
新
に
よ
る
近

代
国
家
建
設
が
始
ま
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
生
き
た

福
澤
諭
吉
の
関
心
も
第
一
に
は
日
本
の
独
立
を
守

る
こ
と
に
あ
り
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』の
中
で
も「
我

日
本
国
人
も
今
よ
り
学
問
に
志
し
、
気
力
を
慥
か

に
し
て
先
ず
一
身
の
独
立
を
謀
り
、
随
っ
て
一
国

の
富
強
を
致
す
こ
と
あ
ら
ば
、
何
ぞ
西
洋
人
の
力

を
恐
る
る
に
足
ら
ん
。
…
…
一
身
独
立
し
て
一
国

独
立
す
る
と
は
こ
の
事
な
り（

３
）。」

と
し
て
、
個
々

人
が
独
立
し
て
政
府
に
対
し
対
等
な
者
と
し
て
国

を
担
う
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。『
文
明

論
之
概
略
』
で
「
開
闢
の
初
よ
り
今
日
に
至
る
ま

で
、
全
日
本
国
中
に
於
い
て
独
立
市
民
等
の
事
は

夢
中
の
幻
に
妄
想
し
た
る
こ
と
も
あ
る
可
か
ら

ず（
４
）」

と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
福

時
代
末
期
の
一
八
三
五
年
に
中
津
藩
の
下
級
藩
士

の
子
と
し
て
大
阪
に
生
ま
れ
、
自
ら
蘭
学
や
英
語

を
学
ぶ
こ
と
で
、
学
問
を
通
じ
時
代
の
先
駆
者
と

な
っ
た
。
少
年
時
代
の
福
澤
の
、
藩
主
の
名
の
書

か
れ
た
紙
を
う
っ
か
り
踏
ん
で
怒
ら
れ
、
そ
れ
に

反
発
し
て
神
様
の
名
を
書
い
た
紙
を
わ
ざ
と
踏
み

つ
け
た
り
、
神
社
の
御
神
体
が
石
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
、
こ
れ
を
他
の
石
と
交
換
し
て
神
罰
の
な

い
こ
と
を
確
か
め
た
り
と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
か

ら
は
、
彼
の
旧
来
の
価
値
観
や
判
断
基
準
に
と
ら

わ
れ
な
い
合
理
的
な
考
え
方
や
実
証
的
態
度
、
封

建
的
身
分
制
度
に
対
す
る
反
骨
心
な
ど
が
す
で
に

う
か
が
え
る
。
成
長
し
、
自
ら
蘭
学
や
英
語
を
身

に
つ
け
、
三
度
に
わ
た
る
渡
洋
を
実
現
さ
せ
た
福

澤
は
、
後
年
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
で
自
ら
説
く
こ

と
に
な
る
学
問
を
通
じ
た
独
立
を
、
自
ら
体
現
し

て
い
っ
た
。権
力
に
対
し
て
は
常
に
距
離
を
と
り
、

明
治
維
新
後
は
新
政
府
か
ら
の
出
仕
要
請
も
断
っ

て
、
在
野
の
学
者
と
し
て
日
本
の
進
む
べ
き
道
を

示
し
、
そ
の
担
い
手
を
育
て
る
た
め
の
教
育
活
動

を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
慶
應
義
塾
を
創

設
し
、
一
八
七
二
年
に
は
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を

刊
行
し
、『
時
事
新
報
』
で
は
不
偏
不
党
の
編
集

方
針
を
貫
い
て
人
々
の
教
化
に
努
め
て
き
た
。
小

泉
信
三
が
「
福
澤
の
功
業
と
し
て
第
一
に
傳
ふ
べ



健
三
郎
は『
あ
い
ま
い
な
日
本
の
私
』の
中
で
、「
日

本
の
経
済
的
な
大
き
い
繁
栄
は
…
…
日
本
人
が
近

代
化
を
通
じ
て
慢
性
の
病
気
の
よ
う
に
育
て
て
き

た
あ
い
ま
い
さ
を
加
速
し
、
さ
ら
に
新
し
い
様
相

を
与
え
ま
し
た）

（1
（

。」
と
述
べ
、
明
治
以
来
の
「
あ

い
ま
い
な
」
近
代
化
の
在
り
方
は
、
今
で
も
続
い

て
い
る
と
い
う
立
場
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘

は
、
敗
戦
を
機
に
日
本
が
民
主
化
し
た
と
信
じ
て

い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
衝
撃
的
な
も
の
だ
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
考
え
は
、
大
江
だ
け
に
み
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
カ
レ
ル
・
ヴ
ァ
ン
・
ウ
ォ
ル
フ
ォ

レ
ン
は
、『
人
間
を
幸
福
に
し
な
い
日
本
と
い
う

シ
ス
テ
ム
』
の
中
で
現
代
の
日
本
に
つ
い
て
「
日

本
に
お
い
て
は
、
民
主
主
義
は
可
能
性
に
と
ど
ま

っ
て
い
る）

（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

現
在
で
も
日
本
に
は
政
治
的
勢
力
と
し
て
の
中
間

層
が
存
在
せ
ず
、
明
治
政
府
の
国
民
不
信
を
背
景

に
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
政
治

家
が
把
握
で
き
な
い
よ
う
な
複
雑
な
官
僚
機
構
と

政
治
的
説
明
責
任
の
不
在
が
国
民
の
政
治
参
加
を

妨
げ
、
さ
ら
に
政
治
の
主
体
者
と
な
る
べ
き
中
間

層
が
仕
事
に
ほ
と
ん
ど
の
時
間
を
拘
束
さ
れ
、
政

治
に
参
加
す
る
可
能
性
を
も
奪
わ
れ
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
状
況
を
変
え

て
い
っ
た
。
大
江
健
三
郎
は
『
あ
い
ま
い
な
日
本

の
私
』
の
中
で
明
治
以
降
の
日
本
の
歴
史
を
評
し

て
、「
日
本
の
近
代
化
は
、
ひ
た
す
ら
西
欧
に
な

ら
お
う
と
い
う
方
向
づ
け
の
も
の
で
し
た
。
し
か

し
、
日
本
は
ア
ジ
ア
に
位
置
し
て
お
り
、
日
本
人

は
伝
統
的
な
文
化
を
確
乎
と
し
て
守
り
続
け
も
し

ま
し
た
。
そ
の
あ
い
ま
い
な
進
み
行
き
は
、
ア
ジ

ア
に
お
け
る
侵
略
者
の
役
割
に
か
れ
自
身
を
追
い

込
み
ま
し
た）

（（
（

。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
、

ひ
た
す
ら
西
欧
に
な
ら
お
う
と
す
る
近
代
化
と

は
、
福
澤
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
「
外
に
見
は
る
る

事
物）

（1
（

」
で
あ
り
、
伝
統
的
な
文
化
は
同
じ
く
「
内

に
存
す
る
精
神）

（1
（

」
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
福
澤
は

「
外
の
文
明
は
こ
れ
を
取
る
に
易
く
、
内
の
文
明

は
こ
れ
を
求
む
る
に
難
し）

（1
（

。」
と
し
て
、「
欧
羅
巴

の
文
明
を
求
む
る
に
は
難
を
先
に
し
て
易
を
後
に

し
、
先
づ
人
心
を
改
革
し
て
次
い
で
政
令
に
及
ぼ

し
、
終
に
有
形
の
物
に
至
る
可
し）

（1
（

。」
と
し
て
い

る
が
、
日
本
は
こ
れ
と
は
逆
の
道
を
歩
ん
で
き
た

と
大
江
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
、
日
本
は
敗
戦
を
機
に
ア
メ
リ
カ
に

よ
り
民
主
化
さ
れ
、
今
の
日
本
が
民
主
主
義
社
会

で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
日
本
人
は
少
な
い
だ
ろ

う
。
で
は
、
福
澤
の
目
指
し
た
「
文
明
」
は
戦
後

の
日
本
に
お
い
て
確
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
江

い
て
も
、
そ
の
性
格
を
「
近
日
に
至
り
政
府
の
外

形
は
大
い
に
改
ま
り
た
れ
ど
も
、
そ
の
専
制
抑
圧

の
気
風
は
今
な
お
存
せ
り
。
人
民
も
や
や
権
利
を

得
る
に
似
た
れ
ど
も
、
そ
の
卑
屈
不
信
の
気
風
は

依
然
と
し
て
旧
に
異
な
ら
ず（

８
）。」

と
断
じ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
後
の
尊
攘
派
の
開
国
路
線
へ
の
転

換
、
国
会
開
設
と
い
っ
た
流
れ
を
受
け
て
、
そ
の

心
境
が
「
政
府
の
開
国
論
が
次
第
々
々
に
真
成
の

も
の
に
な
っ
て
来
て
、
一
切
万
事
改
進
な
ら
ざ
る

は
な
し
、
い
わ
ゆ
る
文
明
駸
々
乎
と
し
て
進
歩
す

る
の
世
の
中
に
な
っ
た
こ
そ
実
に
有
り
難
い
仕
合

せ
で（

９
）」

と
い
う
も
の
に
変
化
し
た
こ
と
が
、
自
伝

の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。福
澤
は
晩
年
に
至
り
、

彼
の
目
指
す
「
文
明
」
へ
の
道
が
軌
道
に
乗
っ
た

と
い
う
確
信
を
抱
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
福
澤
没
後
の
日
本
が
た
ど
っ
た
道
は

彼
の
目
指
し
た
「
文
明
」
と
は
異
な
る
も
の
だ
っ

た
。明
治
以
降
太
平
洋
戦
争
の
敗
北
に
至
る
ま
で
、

日
本
の
産
業
や
経
済
は
欧
米
列
強
の
後
に
倣
い
進

歩
し
て
い
っ
た
一
方
で
、
福
澤
の
重
視
し
た
「
内

に
存
す
る
精
神
」
と
し
て
の
「
文
明
」
は
む
し
ろ
、

復
古
を
旗
印
と
す
る
明
治
維
新
の
流
れ
を
汲
ん

で
、「
政
祭
一
途
に
出
る
の
趣
意
を
以
て
世
間
を

支
配
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
後
日
の
日
本
も
亦
な
か

る
可
し）

（1
（

。」
と
い
う
福
澤
の
言
葉
の
通
り
に
な
っ



が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
政
は
一
国
の
働
き
な

り
。
こ
の
働
き
を
調
和
し
て
国
の
独
立
を
保
た
ん

と
す
る
に
は
、
内
に
政
府
の
力
あ
り
、
外
に
人
民

の
力
あ
り
、
内
外
相
応
じ
て
そ
の
力
を
平
均
せ
ざ

る
べ
か
ら
ず）

（1
（

。」
と
福
澤
が
述
べ
た
国
民
の
力
と

政
府
の
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
、
日
本
の
社
会
は
今
な

お
欠
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
福
澤
が

そ
の
様
子
を
見
れ
ば
、「
日
本
に
は
た
だ
政
府
あ

り
て
未
だ
国
民
あ
ら
ず）

（1
（

」
と
い
う
明
治
時
代
に
語

っ
た
警
句
を
繰
り
返
す
こ
と
だ
ろ
う
。

国
民
の
独
立
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
福
澤
の

時
代
と
現
代
の
時
代
背
景
が
異
な
る
こ
と
も
理
解

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
福
澤
は
著
書
の
中
で
、

「
内
国
に
あ
っ
て
民
権
を
主
張
す
る
は
、
外
国
に

対
し
て
国
権
を
張
ら
ん
が
為
な
り）
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」
と
し
て
、
民

権
に
対
し
て
国
権
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
を
明
言
し

て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
福
澤
は
国
権
論
者
で
あ

り
、そ
の
点
に
関
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
福
澤
の
生
き
た
一
九
世
紀
は
帝
国
主
義

の
時
代
で
あ
り
、
欧
米
列
強
が
東
ア
ジ
ア
に
手
を

伸
ば
す
中
で
福
澤
が
一
国
の
独
立
を
最
大
の
目
的

と
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。最
近
ま
で
、

国
際
社
会
の
中
で
の
対
立
と
は
国
家
間
の
対
立
と

同
義
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
一
年
の
同
時

多
発
テ
ロ
を
一
つ
の
転
換
点
に
、
紛
争
は
国
家
間

ア
リ
テ
ィ
ー
」
の
一
つ
で
あ
る
「
日
本
文
化
」
の

概
念
だ
っ
た
と
ウ
ォ
ル
フ
ォ
レ
ン
は
指
摘
す
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
本
が
世
界
の
中
で
特
別
に
調

和
し
た
国
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
マ
ス
コ
ミ

や
教
育
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
刷
り
込
ま
れ
る
結

果
、
こ
の
考
え
は
日
本
人
の
集
合
意
識
に
深
く
根

付
い
て
い
て
、
議
論
が
起
こ
る
こ
と
を
妨
げ
て
い

る
と
い
う
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
日
本
に
お
け
る

「
調
和
」
は
む
し
ろ
様
々
な
不
調
和
を
表
面
化
さ

せ
な
い
た
め
の
抑
圧
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
彼
は
、
日
本
人
に
対
し
て

「
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」
を
守
る
こ
と
を
訴
え
て
い

る
が
、
こ
れ
は
明
治
時
代
に
福
澤
が
目
標
と
し
た

個
人
の
独
立
と
同
義
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ウ
ォ
ル
フ
ォ
レ
ン
と
福
澤
の
目
指
す
と
こ
ろ
が
重

な
る
こ
と
は
、
ウ
ォ
ル
フ
ォ
レ
ン
が
「
偽
り
の
リ

ア
リ
テ
ィ
ー
」
に
抵
抗
し
た
数
少
な
い
知
識
人
の

一
人
と
し
て
福
澤
の
名
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。

今
の
日
本
社
会
で
は
、
福
澤
や
ウ
ォ
ル
フ
ォ
レ

ン
が
目
標
と
し
て
掲
げ
た
市
民
社
会
が
成
熟
し
て

い
る
と
は
い
い
難
い
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
沖
縄
の

米
軍
基
地
問
題
や
原
発
の
再
稼
働
の
是
非
、
集
団

的
自
衛
権
の
行
使
容
認
な
ど
に
関
わ
る
議
論
の
中

で
、
そ
れ
に
反
対
す
る
市
民
の
声
は
大
き
く
は
広

さ
せ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
が
、
国
民
の
「
シ
カ
タ

ガ
ナ
イ
」
と
い
う
意
識
で
あ
り
、
権
力
が
国
民
に

与
え
る
「
偽
り
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
で
あ
る
と
彼

は
指
摘
す
る
。
例
え
ば
、
国
民
の
政
治
参
加
を
難

し
く
し
て
い
る
異
常
な
ま
で
の
会
社
と
の
結
び
つ

き
は
、
一
つ
に
は
経
済
発
展
と
い
う
、
そ
れ
自
体

が
説
明
不
要
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
目
標
や
、「
日
本
人
は
集
団
志
向
で
、
調
和
を

重
視
す
る
」
と
い
う
日
本
文
化
論
に
支
え
ら
れ
て

き
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
偽
り
の
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
経
済
発
展

と
い
う
目
標
は
、
大
戦
後
の
経
済
が
破
た
ん
し
た

状
態
に
あ
っ
て
は
確
か
に
必
要
な
も
の
だ
っ
た

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
程
度
の
経
済
復
興
を
果

た
し
た
後
に
国
民
的
議
論
を
経
て
福
祉
国
家
へ
の

路
線
変
更
が
行
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は

こ
の
議
論
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
、
一
九
五
〇
年
代

の
政
策
を
そ
の
ま
ま
続
け
て
現
在
に
至
っ
て
い

て
、
経
済
大
国
化
と
い
う
国
策
が
国
民
に
よ
っ
て

検
討
の
対
象
と
な
る
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
と
い

う
。
そ
の
結
果
、
果
て
し
な
い
工
業
生
産
の
た
め

に
個
人
の
自
由
や
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
国

民
自
身
が
「
シ
カ
タ
ガ
ナ
イ
」
と
い
う
言
葉
で
容

認
し
て
き
た
。
そ
の
「
シ
カ
タ
ガ
ナ
イ
」
と
い
う

考
え
を
も
た
ら
し
た
も
の
も
、や
は
り
偽
り
の「
リ



ば
、
福
澤
は
我
々
現
在
の
日
本
人
に
対
し
て
、「
独

立
心
」
を
養
う
べ
き
こ
と
を
一
層
強
く
主
張
す
る

だ
ろ
う
。進
歩
主
義
者
で
あ
っ
た
福
澤
に
と
っ
て
、

彼
の
没
後
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
日
本
の
歴
史

は
、
大
き
な
失
望
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
福
澤

が
日
本
人
の
顕
著
な
気
風
で
あ
る
と
し
た
権
力
の

偏
重
は
、
そ
の
現
れ
方
こ
そ
明
治
か
ら
現
在
に
か

け
て
様
々
に
変
化
し
て
き
た
と
は
い
え
、
依
然
と

し
て
日
本
社
会
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
続
け
て
い

る
。
明
治
以
後
も
、
日
本
社
会
は
「
外
の
文
明
」

は
熱
心
に
吸
収
し
て
も
「
内
に
存
す
る
精
神
」
は

吸
収
し
な
い
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
。
む

し
ろ
、
自
由
民
権
運
動
が
国
民
的
な
運
動
と
し
て

盛
り
上
が
っ
た
明
治
時
代
に
比
べ
、
市
民
の
政
治

参
加
が
極
端
に
み
ら
れ
な
い
今
の
日
本
は
、
福
澤

に
と
っ
て
は
自
ら
の
時
代
よ
り
も
後
退
し
て
い
る

よ
う
に
す
ら
感
じ
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

明
治
時
代
に
、
福
澤
は
「
独
立
心
」
を
養
わ
せ

る
た
め
教
育
に
力
を
入
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、

多
く
の
困
難
を
自
力
で
乗
り
越
え
学
問
を
積
み
重

ね
る
こ
と
で
運
命
を
切
り
開
い
て
き
た
福
澤
の
経

験
が
あ
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
今
、
一
見
穏
や
か

で
安
定
し
た
社
会
の
中
で
漫
然
と
教
育
を
受
け
て

し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
社
会
に
関
心
を

持
ち
、
自
ら
考
え
る
た
め
に
学
び
、
行
動
す
る
と

摘
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
の
中
に
あ
っ
て

は
、
個
人
と
国
家
の
関
係
も
ま
た
変
化
す
る
。
姜

尚
中
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
っ
て
「
保
守
的
な

価
値
の
復
権
に
訴
え
る
こ
と
で
、
文
化
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
体
現
し
て
い
る
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
の
自
己
同
一
化
を
促
そ
う）
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」
と
す
る
心
理

が
働
く
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
述

の
よ
う
な
今
の
日
本
の
市
民
運
動
が
起
き
よ
う
と

し
た
と
き
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
中
心
に
し
て

一
般
国
民
の
間
か
ら
冷
笑
と
非
難
が
浴
び
せ
ら
れ

た
こ
と
に
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
福
澤
が
日
本
の

悪
弊
と
し
た
権
力
の
偏
重
は
依
然
と
し
て
日
本
社

会
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
グ
ロ
ー
バ
ル

化
を
背
景
に
強
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し

こ
の
こ
と
は
、
福
澤
の
目
に
は
彼
が
最
も
重
視
し

た
個
人
の
独
立
心
を
奪
う
も
の
と
映
る
こ
と
だ
ろ

う
。
福
澤
は
「
人
民
も
し
暴
政
を
避
け
ん
と
欲
せ

ば
、
速
や
か
に
学
問
に
志
し
、
自
ら
才
徳
を
高
く

し
て
、
政
府
と
相
対
し
、
同
位
同
等
の
地
位
に
登

ら
ざ
る
べ
か
ら
ず）

11
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」
と
述
べ
て
い
る
。
今
求
め
ら

れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
、
学
問
を
通
じ
て
独
立
心
を

養
う
こ
と
で
あ
り
、権
力
へ
の
追
従
で
は
な
い
と
、

福
澤
は
強
調
す
る
に
違
い
な
い
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、「
福
澤
論
吉
が
現
在

の
日
本
を
見
た
ら
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
な
ら

の
対
立
か
ら
、
国
境
を
超
え
た
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
中

心
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
環
境
問
題
や
全

世
界
的
な
経
済
危
機
な
ど
、
二
十
一
世
紀
の
問
題

は
従
来
の
国
民
国
家
の
枠
組
み
を
超
え
た
も
の
に

な
り
、
ウ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル

化
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
、
自
分
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
自
己
決
定
権
を
あ

る
程
度
放
棄
し
な
く
て
は
い
け
な
い）

1（
（

」
と
指
摘
し

て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
も
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
国
民
国
家
の
枠
組
み
を
超
え
る
こ
と
は

困
難
を
伴
う
が
、
現
実
に
進
む
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

中
で
は
従
来
の
よ
う
な
国
権
論
は
西
洋
で
も
時
代

遅
れ
に
な
り
つ
つ
あ
る
。「
昔
年
の
異
端
妄
説
は

今
世
の
通
論
な
り
、
昨
日
の
奇
説
は
今
日
の
常
談

な
り
。
然
ば
即
ち
今
日
の
異
端
妄
説
も
亦
必
ず
後

年
の
通
論
常
談
な
る
可）
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。」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
わ
か
る
通
り
、
福
澤
は
柔
軟
な
思
想
の
持
ち

主
で
、
当
時
の
西
洋
の
思
想
が
普
遍
的
な
真
理
だ

と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
福
澤
で

あ
れ
ば
、
民
権
と
国
権
の
関
係
も
新
し
い
条
件
の

も
と
で
柔
軟
に
再
考
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
う
民
権
と
国
権

の
関
係
の
変
化
に
つ
い
て
、
ウ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ

ク
は
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
が
、
自
然
や
伝
統
な
ど
の

安
全
が
失
わ
れ
た
「
リ
ス
ク
社
会
」
で
あ
る
と
指



（
７
）
福
澤
諭
吉
『
福
翁
自
伝
』、
岩
波
書
店
、
一

九
七
八
年
、
三
五
九
頁

（
８
）
福
澤
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』、岩
波
書
店
、

一
九
三
一
年
、
三
八
頁

（
９
）
福
澤
諭
吉
『
福
翁
自
伝
』、
岩
波
書
店
、
一

九
七
八
年
、
三
六
〇
頁

（
10
）
福
澤
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』、岩
波
書
店
、

一
九
三
一
年
、
三
六
頁

（
11
）
大
江
健
三
郎
、『
あ
い
ま
い
な
日
本
の
私
』、

岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
八
頁

（
12
）
福
澤
諭
吉
、『
文
明
論
之
概
略
』、岩
波
書
店
、

一
九
三
一
年
、
二
七
頁

（
13
）
福
澤
諭
吉
、『
文
明
論
之
概
略
』、岩
渡
書
店
、

一
九
三
一
年
、
二
七
頁

（
14
）
福
澤
諭
吉
、『
文
明
論
之
概
略
』、岩
波
書
店
、

一
九
三
一
年
、
二
七
～
二
八
頁

（
15
）
福
澤
諭
吉
、『
文
明
論
之
概
略
』、岩
波
書
店
、

一
九
三
一
年
、
三
一
頁

（
16
）
大
江
健
三
郎
、『
あ
い
ま
い
な
日
本
の
私
』、

岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
一
一
頁

（
17
）
カ
レ
ル
・
ヴ
ァ
ン
・
ウ
ォ
ル
フ
ォ
レ
ン
、『
人

間
を
幸
福
に
し
な
い
日
本
と
い
う
シ
ス
テ

ム
』、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
四
年
、
二
〇

頁

（
18
）
福
澤
諭
吉
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』、岩
波
書
店
、

新
聞
社

清
原
伸
一
編　

二
〇
〇
六
年
『
日
本
の
一
〇
〇
人

　

福
澤
諭
吉
』
デ
ィ
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ニ
・
ジ
ャ

パ
ン

小
室
正
紀
編
著　

二
〇
一
三
年
「
近
代
日
本
と
福

澤
諭
吉
」
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会

福
澤
諭
吉
著　

一
八
七
八
年
『
通
俗
国
権
論
』
慶

應
義
塾
出
版
社

福
澤
諭
吉
著　

一
九
三
一
年
『
文
明
論
之
概
略
』

岩
波
書
店

福
澤
諭
吉
著　

一
九
四
二
年
『
学
問
の
す
ゝ
め
』

岩
波
書
店

（
１
）
小
泉
信
三
『
福
澤
諭
吉　

人
と
書
簡
』、
新

潮
社
、
一
九
五
五
年
、
五
九
頁

（
２
）
小
泉
信
三
『
福
澤
諭
吉　

人
と
書
簡
』、
新

潮
社
、
一
九
五
五
年
、
二
〇
頁

（
３
）
福
澤
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
』、岩
波
書
店
、

一
九
四
二
年
、
二
八
頁

（
４
）
福
澤
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』、岩
波
書
店
、

一
九
三
一
年
、
一
九
五
頁

（
５
）
福
澤
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
』、岩
波
書
店
、

一
九
四
二
年
、
四
八
頁

（
６
）
福
澤
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
』、岩
波
書
店
、

一
九
四
二
年
、
四
八
頁

い
う
姿
勢
は
、
受
験
の
た
め
の
勉
強
、
就
職
の
た

め
の
大
学
生
活
、
従
順
な
日
本
人
と
し
て
の
職
業

生
活
と
い
う
日
本
人
の
多
く
が
た
ど
る
生
活
の
中

で
、失
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。し
か
し
、「
独

立
心
」
は
学
問
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

と
す
る
福
澤
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
私
た
ち
に
対
し
て

も
っ
と
も
っ
と
学
び
に
貪
欲
に
な
る
こ
と
を
説
く

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ｉ
Ｔ
化
の
中
で
、
私
た

ち
は
自
ら
情
報
を
求
め
、
考
え
る
こ
と
を
し
な
く

な
っ
て
い
る
。福
澤
が
生
き
た
時
代
に
比
べ
れ
ば
、

今
私
た
ち
が
得
る
こ
と
の
で
き
る
情
報
の
量
は
比

較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は

あ
く
ま
で
も
「
外
の
文
明
」
の
成
果
で
あ
り
、「
内

に
存
す
る
精
神
」
は
自
ら
学
び
考
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
し
か
得
ら
れ
な
い
。
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
独

立
心
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
福
澤
が
明
治
時
代

に
そ
の
実
現
を
説
き
、
今
に
至
る
ま
で
日
本
が
置

き
去
り
に
し
て
き
た
「
文
明
」
は
完
成
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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