
選
択
課
題
３　

言
論
の
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Ｓ
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佳作
Ⅰ　

は
じ
め
に

「
言
論
の
自
由
」
と
い
え
ば
、
つ
い
最
近
ま
で
は

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
や
言
論
人
に
よ
る
出
版
、

演
説
や
デ
モ
と
い
っ
た
政
治
的
活
動
に
つ
い
て
論

じ
ら
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
十
年

ほ
ど
の
間
に
、
言
論
の
自
由
を
取
り
巻
く
環
境
は

大
き
く
変
わ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
原
因

は
今
や
ほ
と
ん
ど
の
人
が
利
用
し
て
い
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ

の
普
及
で
あ
る
。
従
来
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
著
名

人
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
て
い
た
不
特
定
多
数
へ
の

情
報
発
信
を
、
誰
も
が
簡
単
に
全
世
界
に
向
け
て

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
言
論

の
自
由
」
は
突
然
巨
大
な
も
の
に
な
っ
た
。
私
た

ち
を
含
め
世
界
全
体
が
、
そ
の
あ
ま
り
に
巨
大
化

し
た
「
言
論
の
自
由
」
の
扱
い
方
を
必
死
に
模
索

し
て
い
る
段
階
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

高
校
生
で
あ
る
私
た
ち
自
身
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
膨
大
な
情
報
に
Ｓ

Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
ハ
ッ

シ
ュ
タ
グ
」
を
使
え
ば
た
っ
た
一
単
語
で
も
、
あ

ら
ゆ
る
角
度
か
ら
そ
の
単
語
に
関
す
る
こ
と
に
つ

い
て
知
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
世
間
の
人
の
持
つ

意
見
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
Ｓ
Ｎ

Ｓ
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
危
険
の
潜

む
場
所
で
も
あ
る
。
二
〇
二
〇
年
に
あ
る
恋
愛
リ

ア
リ
テ
ィ
ー
番
組
の
一
人
の
出
演
者
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上

で
の
誹
謗
中
傷
を
苦
に
自
殺
し
た
事
件
は
日
本
に

衝
撃
を
与
え
た
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
誹
謗
中
傷
は

私
た
ち
高
校
生
の
間
で
も
日
常
茶
飯
事
と
言
え
る

問
題
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
た
っ
た
一
本
の

指
で
全
世
界
へ
情
報
を
発
信
で
き
る
こ
と
、
ま
た

私
た
ち
自
身
が
加
害
者
に
も
な
り
う
る
こ
と
は
、

恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
問
題
は
誹
謗
中
傷
だ
け
で
は
な
い
。

去
年
ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ
た
大
統
領
選
挙
の
時
期

に
は
い
わ
ゆ
る
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
を
目
の
当
た

り
に
す
る
こ
と
が
特
に
多
か
っ
た
。
正
直
に
言
っ

て
自
分
自
身
、
無
数
の
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
に
接

す
る
中
で
、
部
分
的
に
は
信
じ
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
っ
た
。
嘘
が
堂
々
と
発
信
さ
れ
て
社
会
に
影
響

を
与
え
て
し
ま
う
と
い
う
現
象
も
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普

及
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
も
の
だ
。
こ
う
い
っ
た
問

題
も
含
め
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、

私
は
情
報
を
鵜
吞
み
に
す
る
こ
と
で
引
き
起
こ
さ

れ
る
様
々
な
問
題
を
身
近
に
感
じ
て
き
た
。
お
そ

ら
く
私
と
同
じ
世
代
に
い
る
人
た
ち
も
感
じ
て
い

る
問
題
で
あ
る
と
思
う
。

誹
謗
中
傷
や
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
が
広
ま

る
今
、
私
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
っ
て
巨
大
な
も
の
と
な

っ
た
「
言
論
の
自
由
」
と
ど
う
付
き
合
う
べ
き
な

の
か
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
学
校
の
授
業
で
は

「
言
論
の
自
由
」
は
民
主
主
義
の
要
と
し
て
大
事

だ
と
習
う
。
か
つ
て
言
論
が
抑
制
さ
れ
た
圧
政
の

時
代
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
言
論
の
自
由
」
と
共

に
民
主
主
義
が
確
立
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る

と
い
う
そ
の
説
明
に
、
異
を
唱
え
よ
う
と
い
う
の

で
は
な
い
。
し
か
し
、
学
校
で
習
う
「
言
論
の
自



と
い
う
政
府
側
の
主
張
と
が
対
立
す
る
。
後
者
の

場
合
は
、「
芸
能
人
」
を
巡
る
報
道
が
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
。「
芸
能
人
」
は
、
結
婚
や
離
婚
と

い
っ
た
私
生
活
に
つ
い
て
ま
で
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

を
通
じ
て
好
奇
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
芸
能
人
に
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
は
な
い

と
い
う
類
の
主
張
は
今
で
も
あ
り
、
そ
の
立
場
か

ら
そ
う
し
た
報
道
も
行
わ
れ
て
い
る
。
芸
能
人
は

表
に
出
て
仕
事
を
し
て
い
く
覚
悟
で
世
の
中
に
出

て
き
た
の
だ
か
ら
、
私
生
活
も
表
に
出
さ
れ
る
覚

悟
を
持
っ
て
い
る
の
が
当
然
だ
と
い
う
考
え
で
あ

る
。
し
か
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
は
誰
に
対

し
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

み
だ
り
に
公
開
す
る
こ
と
ま
で
は「
表
現
の
自
由
」

に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
一
般
的
な
見
方
で

あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
言
論
の
自
由
」
が
問
題

に
な
る
場
合
に
も
情
報
の
発
信
者
は
基
本
的
に
特

定
さ
れ
て
お
り
、
情
報
を
発
信
す
る
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
と
そ
れ
を
受
け
取
る
一
般
大
衆
と
い
う
構
図
は

近
代
初
期
か
ら
つ
い
最
近
ま
で
、
変
わ
っ
て
い
な

い
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
普
及
し
た
二
〇
〇
〇
年
代

終
わ
り
か
ら
二
〇
一
〇
年
代
に
、
こ
の
構
図
が
一

変
し
た
。T

w
itter

、Facebook

、Instagram

等
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
情
報

に
同
意
し
て
い
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
「
言
論
の
自
由
」
は
民
主
主
義
社
会
に
は

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
、
選
挙
権

が
「
大
衆
」
に
ま
で
拡
大
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
は
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」
が
「
言
論

の
自
由
」
を
武
器
に
、
民
主
主
義
実
現
の
た
め
に

必
要
な
情
報
を
国
民
に
伝
え
て
き
た
。
そ
の
構
図

は
新
聞
が
唯
一
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
時
代

か
ら
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
の
時
代
に
至
る
ま
で
変

わ
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ

が
生
ま
れ
る
以
前
で
は
、
情
報
の
発
信
者
は
こ
う

し
た
新
聞
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
、
経
済
力

と
専
門
的
知
識
を
備
え
た
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」
に
は
基

本
的
に
匿
名
性
は
な
く
、
発
信
者
が
明
確
に
特
定

さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
「
言
論
の
自
由
」
が
問
題

に
な
る
の
は
、「
権
力
」
対
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」

と
い
う
対
立
構
造
が
あ
る
場
合
か
、「
表
現
の
自

由
」
と
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
」
が
問
題
に
な

る
場
合
だ
っ
た
。

前
者
の
場
合
は
、
報
道
は
国
民
の
知
る
権
利
を

守
る
う
え
で
必
要
で
あ
り
、
そ
の
内
容
が
政
府
に

よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
こ
と
は
非
民
主
的

と
の
主
張
と
、
国
防
な
ど
の
機
密
に
関
わ
る
こ
と

ま
で
自
由
に
報
道
さ
れ
る
こ
と
は
国
益
に
反
す
る

由
」
は
、
誹
謗
中
傷
や
嘘
で
溢
れ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
付

き
合
う
私
た
ち
の
世
代
が
見
て
い
る
「
言
論
の
自

由
」
と
、何
か
ず
れ
て
い
る
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

「
自
由
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
誰
か
ら
も
縛
ら

れ
な
い
と
い
う
解
放
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
が
、

私
た
ち
は
そ
の
「
自
由
」
が
引
き
起
こ
す
様
々
な

問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
登
場
に
よ
っ

て
「
言
論
の
自
由
」
が
無
限
に
広
が
っ
て
い
く
よ

う
に
思
え
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、「
言
論
の
自
由
」

の
本
質
を
理
解
し
直
す
こ
と
が
、
必
要
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

Ⅱ　
「
言
論
の
自
由
」
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
特
異
性

ま
ず
、「
言
論
の
自
由
」
が
民
主
主
義
に
必
要

で
あ
る
理
由
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
広
辞
苑
に

よ
る
と
、「
言
論
の
自
由
」
は
「
個
人
が
思
想
を

言
論
に
よ
り
発
表
す
る
こ
と
の
自
由
」（
注
１
）
と

定
義
さ
れ
、「
民
主
主
義
」
と
は
、「
権
力
は
人
民

に
由
来
し
、
権
力
を
人
民
が
行
使
す
る
と
い
う
考

え
と
そ
の
政
治
形
態
」（
注
２
）
と
定
義
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
国
民
が
国
家
に
支
配
さ
れ
、
何
も
意

見
を
言
え
な
い
、「
言
論
の
自
由
」が
な
い
状
況
は
、

決
し
て
民
主
主
義
社
会
と
は
言
え
な
い
の
で
あ

る
。
主
権
者
で
あ
る
国
民
が
「
主
権
を
行
使
す
る
」

た
め
に
は
、
政
府
の
行
っ
て
い
る
こ
と
を
正
し
く

知
っ
た
上
で
、
自
ら
の
代
表
で
あ
る
政
府
の
統
治



こ
の
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
を
め
ぐ
る
騒
動
は
、
巨

大
化
し
た
「
言
論
の
自
由
」
の
負
の
面
を
あ
ら
わ

に
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
皮
肉
に
も
「
言
論
の
自

由
」
を
制
限
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
引
き
起
こ

し
た
と
も
言
え
る
。

Ⅲ　

自
由
か
ら
の
逃
走

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
に
よ
り
現
れ
た
の
は
、
突
如
と

し
て
巨
大
化
し
た
「
言
論
の
自
由
」
で
あ
り
、
私

た
ち
は
そ
れ
と
の
向
き
合
い
方
に
迷
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
一
つ
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
一

九
四
一
年
に
社
会
心
理
学
者
の
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ

ロ
ム
が
著
し
た
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
で
あ
る
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
は
極
め
て
最
近
の
出
来
事
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
対
す
る
世
界
の
人
々
の
心
理
的
反
応

に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
ど
こ
ろ
か
テ
レ
ビ
も
な
い
時

代
に
書
か
れ
た
こ
の
本
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
、
的
確
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

フ
ロ
ム
は
こ
の
本
の
中
で
、
自
由
に
は
「
～
か

ら
の
自
由
」
と
「
～
へ
の
自
由
」
の
二
つ
が
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。「
～
か
ら
の
自
由
」
と
は
外
的

な
束
縛
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
て
い
る
。「
～
か

ら
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
、
フ
ロ
ム
は
こ
れ
を
よ

く
知
ら
れ
た
聖
書
の
物
語
で
説
明
し
て
い
る
。
人

間
は
は
じ
め
エ
デ
ン
の
園
で
自
然
と
調
和
し
生
き

て
い
た
が
、
神
の
命
令
に
逆
ら
い
知
恵
の
木
の
実

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
現
象
に
よ
り
、「
フ
ェ

イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」が
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
最
も
印
象
付
け
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
大

統
領
選
挙
を
巡
っ
て
起
こ
っ
た
一
連
の
出
来
事
で

あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
は
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
の

更
新
頻
度
が
と
て
も
多
く
、
重
要
な
政
策
も
ツ
イ

ッ
タ
ー
で
発
表
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
彼
は
「
ツ
イ
ッ
タ
ー
大
統
領
」
と
も
呼
ば

れ
て
い
た
が
、
政
治
を
行
う
上
で
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
こ
れ

ほ
ど
ま
で
に
駆
使
し
た
政
治
家
は
い
な
い
だ
ろ

う
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
生
ま
れ
る
前
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人

が
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
情
報
を
得
て
い
た
が
、
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
た
今

で
は
人
々
が
テ
レ
ビ
や
新
聞
を
見
る
頻
度
が
減

り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
情
報
収
集
が
主
流
と
な
っ
た
。

ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
は
そ
ん
な
時
代
の
変
化
に
合

わ
せ
て
自
ら
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
駆
使
し
て
情
報
発
信
し
、

支
持
者
を
増
や
す
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
彼

は
自
ら
を
救
世
主
と
み
な
す
陰
謀
論
に
肯
定
的
な

態
度
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
最
終
的
に

は
支
持
者
に
よ
る
連
邦
議
会
襲
撃
と
い
う
、
民
主

主
義
を
暴
力
に
よ
っ
て
破
壊
す
る
よ
う
な
事
態
を

も
た
ら
し
た
。
こ
の
結
果
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
の

ツ
イ
ッ
タ
ー
ア
カ
ウ
ン
ト
は
凍
結
さ
れ
た
が
、
ト

ラ
ン
プ
前
大
統
領
自
身
は
、
こ
れ
を
言
論
の
自
由

に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
と
非
難
し
た
の
で
あ
る
。

の
受
け
手
で
あ
っ
た
一
般
大
衆
が
情
報
の
発
信
者

と
な
っ
た
。
ま
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
よ
う
な
大
き

な
組
織
で
は
な
く
個
人
が
発
信
者
に
な
り
、
匿
名

性
を
盾
に
、
悪
意
や
虚
偽
の
含
ま
れ
る
内
容
ま
で

簡
単
に
発
信
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
言
論
の
自

由
」
は
こ
こ
十
年
ほ
ど
の
間
に
無
限
と
言
え
る
ほ

ど
巨
大
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同

時
に
、
匿
名
性
の
高
さ
や
手
軽
さ
に
よ
っ
て
、
情

報
の
発
信
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
限
定
さ
れ
て
い
た

時
代
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
が
次
々

に
起
き
て
き
た
。
単
な
る
軽
口
や
デ
マ
で
あ
っ
て

も
、瞬
時
に
全
世
界
に
公
開
さ
れ
、「
リ
ツ
イ
ー
ト
」

な
ど
の
機
能
を
通
じ
て
拡
散
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
情
報
の
発
信
者
が
多
す
ぎ
る
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
情
報
の
真
偽
の
確
認
が
困
難
に
な

り
、
情
報
の
受
け
手
側
が
信
憑
性
を
確
認
し
よ
う

と
す
る
気
す
ら
起
こ
さ
せ
な
く
し
た
。
あ
ま
り
に

も
大
量
の
情
報
が
流
さ
れ
る
と
、
受
け
手
側
は
た

く
さ
ん
あ
る
情
報
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
真
偽
を

考
え
る
よ
り
も
、
自
分
に
と
っ
て
受
け
入
れ
や
す

い
情
報
を
選
択
し
て
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
く
。
こ
の
よ
う
な
、
客
観
的
に
見
れ
ば
荒
唐
無

稽
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
一
定
の
傾
向
を
も

つ
集
団
に
置
か
れ
る
と
、
事
実
と
し
て
受
け
取
ら

れ
て
し
ま
い
、
集
団
内
で
そ
れ
が
更
に
強
化
さ
れ

る
と
い
う
現
象
は
「
エ
コ
ー
チ
ェ
ン
バ
ー
」
現
象



人
の
独
自
性
を
肯
定
す
る
の
だ
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
出
現
に
よ
っ
て
何
が
変
化
し
た
の

か
。
そ
れ
は
従
来
、
特
別
な
手
段
を
持
っ
た
少
数

者
、
つ
ま
り
メ
デ
ィ
ア
に
限
定
さ
れ
て
い
た
に
近

か
っ
た
「
言
論
の
自
由
」
の
使
用
が
、
あ
ら
ゆ
る

個
人
に
拡
大
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
あ

っ
た
「
言
論
の
自
由
」
へ
の
物
理
的
、
経
済
的
、

あ
る
い
は
知
的
レ
ベ
ル
で
の
制
約
「
か
ら
」
自
由

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ロ
ム

が
言
う
よ
う
に
、「
～
か
ら
の
自
由
」
は
、
決
断

を
個
々
で
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
理
由
か

ら
内
面
の
孤
独
と
無
力
感
を
も
た
ら
し
、
む
し
ろ

人
々
が
自
由
を
進
ん
で
投
げ
出
そ
う
と
す
る
傾
向

に
つ
な
が
る
。
し
か
し
、「
言
論
の
自
由
」
と
い

う
概
念
に
は
、
そ
も
そ
も
個
人
の
思
想
を
肯
定
す

る
と
い
う
前
提
が
あ
る
た
め
、「
～
か
ら
の
自
由
」

で
は
な
く
「
～
へ
の
自
由
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
こ
の
積
極
的
自
由
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
自
分
で
考
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

Ⅳ　

結
論　
「
言
論
の
自
由
」
を
守
る
た
め
に

「
言
論
の
自
由
」
は
、
権
力
者
の
恣
意
的
な
政

治
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は

一
見
、
圧
政
と
い
う
制
約
「
か
ら
の
自
由
」
に
見

え
る
が
、
そ
こ
に
は
民
主
的
な
社
会
を
実
現
す
る

た
め
に
、
国
民
の
知
る
権
利
や
意
見
を
表
明
す
る

さ
せ
て
個
人
で
あ
る
こ
と
を
や
め
た
り
す
る
「
自

由
か
ら
の
逃
走
」
に
向
か
い
、
そ
れ
が
フ
ァ
シ
ズ

ム
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
に
伴
う

「
言
論
の
自
由
」
の
拡
大
に
も
当
て
は
ま
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
に
よ
っ
て
、

人
々
は
あ
ま
り
に
多
い
情
報
を
自
ら
判
断
す
る
責

任
を
負
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。こ
の
こ
と
で
、

自
分
の
考
え
に
近
い
情
報
ば
か
り
を
受
け
入
れ
て

陰
謀
論
に
向
か
っ
た
り
、
言
論
の
自
由
を
制
限
す

べ
き
だ
と
い
う
主
張
に
走
っ
た
り
し
て
い
る
。
Ｓ

Ｎ
Ｓ
の
普
及
に
よ
っ
て
今
起
き
て
い
る
こ
と
は
、

「
言
論
の
自
由
か
ら
の
逃
走
」
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

こ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
る
社
会
の
中
で
重
要
な

こ
と
は
、
自
発
的
な
活
動
で
あ
る
。
人
間
は
多
数

派
の
意
見
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
、

自
ら
考
え
て
行
動
に
移
す
と
い
う
自
主
性
を
持
つ

こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
発
的

な
活
動
は
、
自
我
を
新
し
い
外
界
に
結
び
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
た
め
、
消
極
的
自
由
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
孤
独
の
恐
怖
を
克
服
し
、
さ
ら
に
個

性
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
自

発
的
な
活
動
が
「
～
へ
の
自
由
」
─
─
積
極
的
自

由
─
─
で
あ
り
、
フ
ロ
ム
は
こ
ち
ら
の
自
由
の
方

が
望
ま
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
積
極
的
自
由
は
個

を
食
べ
る
と
い
う
最
初
の
罪
を
犯
し
た
。
こ
れ
は

強
制
か
ら
の
解
放
、
無
意
識
か
ら
人
間
的
水
準
へ

の
脱
却
、
理
性
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に

よ
っ
て
自
分
が
裸
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
し
ま

っ
た
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
無
力
さ
と
孤
独
を
知
る

こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

フ
ロ
ム
は
個
人
が
完
全
に
独
立
す
る
以
前
に
存

在
す
る
絆
を
、
第
一
次
的
絆
と
呼
ん
で
い
る
。
第

一
次
的
絆
を
失
っ
た
こ
と
で
、
一
部
の
人
は
新
た

な
安
定
を
求
め
て
自
由
を
捨
て
る
、い
わ
ゆ
る「
自

由
か
ら
の
逃
走
」
に
向
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
身
分

制
度
の
も
と
個
人
的
自
由
が
存
在
せ
ず
、
所
属
意

識
と
安
定
感
が
勝
手
に
与
え
ら
れ
て
い
た
中
世
か

ら
、
近
世
に
な
っ
て
「
資
本
主
義
の
発
達
に
と
も

な
っ
て
、
社
会
の
す
べ
て
の
階
級
が
動
き
は
じ
め

た
。
経
済
的
秩
序
の
な
か
に
は
、も
は
や
自
然
の
、

疑
う
余
地
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
固
定

し
た
場
所
は
存
在
し
な
く
な
っ
た
。
個
人
は
独
り

ぼ
っ
ち
に
さ
れ
た
。
す
べ
て
は
み
ず
か
ら
の
努
力

に
か
か
っ
て
お
り
、
伝
統
的
な
地
位
の
安
定
に
か

か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。」（
注
３
）
と
い
う
変

化
が
起
き
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
起
き

た
「
第
一
次
的
絆
」
の
喪
失
か
ら
、
一
部
の
人
々

は
新
し
い
安
定
を
求
め
て
、
む
し
ろ
そ
の
自
由
を

捨
て
て
権
威
に
服
従
し
よ
う
と
し
た
り
、
大
衆
と

自
分
自
身
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
完
全
に
一
致



か
ら
出
き
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
も
そ
う
し
た
本
来
の
目
的

を
学
ん
で
初
め
て
意
味
を
な
す
も
の
だ
と
考
え

る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
時
代
に
入
り
、
言
論
の
自
由
に
制

限
を
加
え
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
制
限
を

す
る
べ
き
か
と
い
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
う
し
た
議
論
は
、「
目
的
」
と
い
う

視
点
を
明
確
に
す
れ
ば
多
く
が
ク
リ
ア
に
な
る
は

ず
で
あ
る
。
目
先
の
こ
と
に
振
り
回
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
ま
ず
は
「
言
論
の
自
由
」
は
何
の
た
め

に
あ
る
の
か
と
い
う
目
的
を
今
一
度
確
か
め
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
の
時
代
、
誰
で

も
発
信
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。だ
か
ら
こ
そ
、

一
人
一
人
が
「
言
論
の
自
由
」
の
本
来
の
意
味
を

考
え
直
す
べ
き
時
な
の
で
あ
る
。
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れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ワ
ク
チ
ン

を
打
つ
こ
と
に
よ
る
弊
害
の
陰
謀
論
を
最
近
よ
く

耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ワ
ク
チ
ン
を
打
つ
と

不
妊
に
な
る
な
ど
の
陰
謀
論
に
よ
り
、
多
く
の

人
々
が
不
安
に
な
り
ワ
ク
チ
ン
を
打
た
な
く
な
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
陰
謀
論
は
医
療
な
ど
の
専
門

的
な
内
容
を
含
み
、
一
般
人
が
真
偽
を
判
断
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
受
け

手
が
自
分
の
考
え
に
近
い
情
報
ば
か
り
を
受
け
入

れ
る
こ
と
で
広
が
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
情
報
に

接
す
る
時
に
は
、
自
分
の
考
え
に
近
い
情
報
だ
け

を
信
じ
込
む
の
で
は
な
く
、
幅
広
い
情
報
を
目
に

し
た
上
で
判
断
し
て
い
く
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。

特
に
、
自
分
の
意
見
と
反
対
の
意
見
に
対
し
て
も

中
立
的
な
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
自
分
の
意
見
を

客
観
視
す
る
こ
と
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
時
代
に
不
可
欠

な
姿
勢
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
言
論
の
自
由
」
は
、

も
と
も
と
民
主
主
義
を
守
る
た
め
に
あ
る
。
そ
し

て
、
民
主
主
義
は
一
人
ひ
と
り
の
個
性
が
発
揮
さ

れ
、
個
人
の
自
己
実
現
と
社
会
全
体
で
の
幸
福
が

実
現
さ
れ
る
た
め
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
明
確

な
目
的
に
裏
付
け
ら
れ
た
「
～
へ
の
自
由
」
な
の

で
あ
る
。
し
か
し
私
た
ち
は
、「
言
論
の
自
由
」

も
「
民
主
主
義
」
に
伴
う
自
由
も
、
単
に
束
縛
が

な
い
と
い
う
「
～
か
ら
の
自
由
」
と
捉
え
る
段
階

権
利
を
守
る
と
い
う
積
極
的
な
目
的
が
あ
り
、
本

質
的
に
は
「
～
へ
の
自
由
」
で
あ
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の

普
及
で
「
言
論
の
自
由
」
の
幅
が
広
が
っ
た
と
は

い
え
、
言
論
の
自
由
の
目
的
そ
の
も
の
は
変
わ
ら

な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
言
論
の
自
由
」

は
民
主
的
な
社
会
を
実
現
す
る
の
に
必
要
な
手
段

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
言
論
の
自
由
」
が
単
な

る
「
～
か
ら
の
自
由
」
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
で
、

誹
謗
中
傷
や
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
現
れ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
、
民
主
的
な
社
会

「
～
へ
」
の
自
由
と
し
て
、「
言
論
の
自
由
」
を
再

認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
話
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
戻
そ
う
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
付

き
合
う
中
で
私
た
ち
は
、
発
信
す
る
側
と
し
て
も

受
け
取
る
側
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
で
注
意
す
べ

き
点
が
あ
る
と
考
え
る
。発
信
す
る
側
と
し
て
は
、

「
言
論
の
自
由
」
の
本
質
は
「
～
か
ら
の
自
由
」

で
は
な
く
「
～
へ
の
自
由
」
で
あ
る
と
い
う
認
識

に
立
ち
、
誹
謗
中
傷
や
虚
偽
は
そ
の
範
囲
に
含
ま

れ
な
い
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、

当
然
と
言
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
以
上
に
大
切
な
の
は
、
受
け
取
る
側
と
し

て
の
姿
勢
で
あ
る
。「
言
論
の
自
由
」
が
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
受
け
手
側
に
は
発
信
さ
れ
た

無
数
に
あ
る
情
報
を
主
体
的
に
判
断
し
て
い
く
能

力
、
い
わ
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
が
求
め
ら
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