
選
択
課
題
３　

言
論
の
自
由

「
言
論
の
自
由
」の
行
使
を
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

と
考
え
る

武た
け

島し
ま

花か

梨り
ん

（
静
岡
県
／
静
岡
県
立
静
岡
東
高
等
学
校
三
年
）

佳作
一
、
日
本
人
は
「
意
見
を
持
た
な
い
」
の
か

「
私
は
君
の
意
見
に
賛
成
し
な
い
。
し
か
し
、

君
が
そ
れ
を
い
う
権
利
は
命
を
か
け
て
も
守
ろ

う
」こ

れ
は
、
十
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
を
代
表
す
る

哲
学
者
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
表
す
最
も
有
名
な
言

葉
で
あ
る
。
言
論
を
巡
る
彼
の
人
生
は
、
政
府
や

政
治
家
を
風
刺
し
て
投
獄
さ
れ
た
り
、
自
国
フ
ラ

ン
ス
よ
り
も
言
論
に
関
し
て
自
由
だ
っ
た
イ
ギ
リ

ス
を
賞
賛
し
た
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
焚
書
に
あ
っ

た
り
と
、
波
瀾
万
丈
で
あ
っ
た
。

私
が
初
め
て
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
存
在
を
知
っ
た

の
は
、
世
界
史
の
授
業
で
の
こ
と
だ
っ
た
。
授
業

で
出
会
っ
た
偉
人
の
著
書
・
思
想
や
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
調
べ
る
こ
と
は
、
効
率
良
く
楽
し
く
勉
強
を
す

る
一
つ
の
手
段
で
あ
る
。
こ
の
手
段
を
習
慣
と
し

て
い
る
私
が
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
調
べ
た
と
き
に

最
初
に
出
会
っ
た
名
言
が
、
冒
頭
の
言
葉
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
な
く
、
故
に
苦
し
ん
だ

人
々
は
歴
史
上
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
に
い
た
。
中

国
秦
代
に
は
焚
書
坑
儒
で
儒
家
が
生
き
埋
め
に
さ

れ
、
日
本
で
は
戦
時
体
制
下
に
出
版
物
が
規
制
さ

れ
、
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
国
が
認
め
な
い
思
想

が
書
か
れ
た
出
版
物
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
た
。

現
代
で
も
中
国
が
施
行
し
た
「
香
港
国
家
安
全
維

持
法
」
に
よ
り
、
香
港
で
言
論
弾
圧
が
為
さ
れ
て

い
る
。「
言
論
の
自
由
」
の
否
認
が
招
い
た
悲
惨

な
歴
史
は
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

現
在
日
本
で
は
、
憲
法
第
二
十
一
条
で
「
言
論

の
自
由
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
簡
単
に
い
う
と

「
検
閲
や
制
限
を
受
け
る
こ
と
な
く
誰
も
が
意
思

を
表
明
で
き
る
」
と
い
う
趣
旨
を
持
つ
自
由
権
の

一
つ
で
あ
る
。

社
会
学
者
の
正
高
信
男
が
「
日
本
人
は
権
威
主

義
だ
と
、
し
ば
し
ば
欧
米
人
か
ら
批
判
さ
れ
る
。

そ
れ
は
権
威
を
振
り
か
ざ
し
て
威
張
っ
て
い
る

と
か
、
誰
か
に
媚
び
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な

く
、
自
分
の
意
見
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
意
味

を
込
め
て
い
る
。」（
注
１
）
と
述
べ
た
よ
う
に
、

我
々
は
先
人
た
ち
が
調
え
て
く
れ
た
自
由
を
持

ち
な
が
ら
「
日
本
人
は
消
極
的
で
自
分
の
意
見
を

持
た
な
い
」
と
い
う
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
私
た
ち
日
本
人
は
本
当
に
「
意
見
を
持

た
な
い
」
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
一
つ
、
私
の
体

験
談
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

高
校
の
授
業
中
、
教
師
が
生
徒
に
質
問
を
し

た
。
数
回
に
わ
た
っ
て
問
い
か
け
ら
れ
て
も
、
生

徒
た
ち
は
挙
手
ど
こ
ろ
か
み
な
目
も
合
わ
せ
よ

う
と
し
な
か
っ
た
。
埒
が
あ
か
な
い
と
悟
っ
た
教

師
が
一
人
を
指
名
す
る
と
、
生
徒
は
渋
々
意
見
を

述
べ
た
。
つ
ま
り
、
生
徒
は
意
見
を
持
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
は
な
く
、
持
っ
て
い
て
言
わ
な
か
っ

た
の
だ
。
否
、
強
制
力
が
働
く
ま
で
「
言
え
な
か

っ
た
」
の
だ
。
同
じ
く
空
気
に
紛
れ
よ
う
と
し
て

い
た
一
人
で
あ
る
私
は
気
づ
い
た
。
一
見
矛
盾
し



を
恐
怖
す
る
の
か
。

失
敗
を
し
た
と
き
に
笑
わ
れ
る
と
い
う
経
験

は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
誰
し
も
あ
る
と
思
う
。
嘲

笑
は
笑
わ
れ
た
側
に
〈
恥
〉
の
感
覚
を
強
制
的
に

発
生
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、〈
恥
〉
は
周
囲
か
ら
逸

脱
し
た
と
き
に
科
せ
ら
れ
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
（
制

裁
）
な
の
だ
。
こ
れ
は
他
者
に
弱
み
を
見
せ
た
際

に
、
自
分
の
共
同
体
に
お
け
る
地
位
を
相
対
的
に

低
下
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
が
称
し
た
よ
う
に
「
社
会
的
動
物
」

た
る
我
々
が
失
敗
を
恐
れ
る
理
由
は
こ
の
サ
ン
ク

シ
ョ
ン
に
あ
っ
た
の
だ
。

し
か
し
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
〈
恥
〉
は
こ
の

よ
う
に
単
一
的
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
様
々
な

日
本
の
社
会
学
者
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
説
に
反
論

し
て
い
る
。
社
会
学
者
の
作
田
啓
一
は
彼
女
の
論

に
対
し
、〈
恥
〉
の
中
で
「
恥
辱
」
と
い
う
面
の

み
へ
の
偏
向
性
を
補
足
的
に
指
摘
し
た
。そ
し
て
、

〈
恥
〉
に
関
し
て
、
哲
学
者
シ
ェ
ラ
ー
の
論
を
用

い
な
が
ら「
他
人
の
注
視
の
も
と
で
経
験
さ
れ
る
」

と
し
て
基
底
的
に
定
義
し
直
し
た
。
そ
の
上
で
、

「
失
敗
を
恥
ず
か
し
い
こ
と
と
す
る
大
衆
社
会
化

が
羞
恥
の
発
生
を
助
け
る
」
と
し
、「
こ
う
し
た

羞
恥
の
共
同
体
が
、
個
人
の
創
意
や
自
発
性
の
表

現
を
押
さ
え
つ
け
る
」
た
め
に
他
方
で
競
争
の
心

理
を
抑
圧
す
る
と
論
じ
た
（
注
３
）。
ま
た
、
精

反
応
が
誘
致
す
る
増
幅
条
件
を
追
求
す
る
。
そ
し

て
最
終
的
に
は
「〈
本
物
〉
の
言
論
の
自
由
」
を

手
に
入
れ
る
に
は
、
と
い
う
テ
ー
マ
へ
と
発
展
さ

せ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

二
、〈
恥
〉
と
い
う
制
裁
へ
の
恐
怖

前
章
で
提
起
し
た
「
な
ぜ
日
本
人
は
意
見
が
言

え
な
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
、
私
は
失

敗
や
間
違
い
を
〈
恥
〉
と
恐
れ
る
心
理
に
よ
る
も

の
だ
と
考
え
た
。

日
本
人
の
〈
恥
〉
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
論

じ
た
最
も
有
名
な
書
籍
は
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
の『
菊
と
刀
』（
注
２
）で
あ
ろ
う
。
彼
女
は「
こ

の
恥
辱
、〝
ハ
ジ
〟
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
日
本
人

の
は
な
は
だ
し
く
嫌
う
も
の
で
あ
る
」と
述
べ
た
。

そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を「
罪
の
文
化
」、日
本
を「
恥

の
文
化
」
と
し
て
比
較
し
、
日
本
人
に
と
っ
て
の

恥
を
強
い
制
裁
で
あ
る
と
鋭
く
切
り
込
ん
だ
の

だ
。ス

ピ
ー
チ
で
言
葉
を
詰
ま
ら
せ
て
し
ま
う
、
数

学
の
問
題
を
皆
の
前
で
間
違
え
て
し
ま
う
。
こ
れ

ら
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
個
人
的
な
失
敗
に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
〈
恥
〉
を
感
じ
て
恐
れ
、

終
い
に
は
「
一
度
失
敗
し
た
ら
人
生
終
わ
り
」
と

い
う
極
端
に
悲
観
的
な
考
え
を
持
つ
人
は
少
な
く

な
い
。
我
々
は
な
ぜ
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
〈
恥
〉

た
よ
う
な
「
言
え
る
の
に
言
え
な
い
」
状
態
の
教

室
に
こ
そ
、
我
々
が
注
視
す
べ
き
躊
躇
の
構
造
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

謙
虚
や
遠
慮
を
美
徳
と
す
る
日
本
。
そ
れ
に
対

し
て
欧
米
は
い
か
に
自
分
の
意
見
を
堂
々
と
主
張

で
き
る
か
が
評
価
さ
れ
る
社
会
だ
。
い
く
つ
か
の

国
で
は
幼
い
頃
か
ら
ス
ピ
ー
チ
の
授
業
が
行
わ
れ

た
り
、
ス
ピ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
ー
ナ
ー
と
い
う
自
由

な
言
論
の
場
が
設
置
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
い
ず

れ
も
自
ら
の
主
張
を
公
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
自

他
の
意
見
の
主
張
に
対
し
て
非
常
に
「
寛
容
」
な

場
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
冒
頭
の
言
葉
は
厳
密
に
は
著
書
『
ヴ
ォ

ル
テ
ー
ル
の
友
人
』
に
お
い
て
Ｓ
・
Ｇ
・
タ
レ
ン

タ
イ
ア
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
態
度
を
形
容
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
「
こ
れ
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

本
人
の
発
言
で
は
な
い
」
と
目
く
じ
ら
を
立
て
る

人
が
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼

が
自
他
の
自
由
と
そ
の
権
利
を
求
め
て
活
動
し
た

こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
た
め
、
私

は
こ
れ
を
限
り
な
く
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
言
葉
に
近

し
い
も
の
だ
と
し
て
扱
い
た
い
。

本
稿
で
は
、
言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
多
く
の
日
本
人
が
「
自
分
の
意

見
を
言
え
な
い
」
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
に
お

け
る
要
因
を
〈
恥
〉
に
あ
る
と
仮
定
し
、
周
囲
の



出
身
地
「
太
田
」
に
由
来
す
る
と
い
う
説
が
あ
る

（
注
７
）。
武
島
務
は
私
の
遠
縁
に
あ
た
り
、
実
際

に
私
の
父
の
実
家
・
埼
玉
県
秩
父
市
太
田
に
は
武

島
務
の
生
涯
が
刻
ま
れ
た
石
碑
が
存
在
す
る
。「
太

田
豊
太
郎
」
の
ド
イ
ツ
で
恋
愛
を
し
た
と
い
う
面

は
森
鷗
外
、
免
官
を
迫
ら
れ
記
事
の
執
筆
で
食
い

繋
い
で
い
た
と
い
う
面
は
武
島
務
か
ら
着
想
を
得

て
い
た
と
さ
れ
る
。
私
費
で
留
学
し
て
い
た
武
島

務
は
、
父
か
ら
貰
っ
た
留
学
費
用
を
義
兄
に
着
服

さ
れ
、
ド
イ
ツ
の
地
で
経
済
的
困
窮
に
陥
る
。
そ

し
て
、「
金
に
困
る
日
本
人
が
外
国
に
い
て
は
本

国
の
恥
で
あ
る
」
と
し
て
駐
在
武
官
に
免
官
を
迫

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
〈
恥
〉
が
出
て

く
る
よ
う
に
、
外
国
に
対
す
る
日
本
の
威
信
が
、

何
よ
り
重
視
さ
れ
た
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
残

酷
な
ま
で
に
社
会
的
名
誉
や
地
位
を
優
先
さ
せ
る

風
潮
は
、
こ
う
い
っ
た
時
代
背
景
か
ら
強
ま
り
、

現
代
ま
で
地
続
き
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
た

だ
し
〈
恥
〉
の
方
向
は
、
欧
米
列
強
に
対
抗
し
よ

う
と
し
て
い
た
近
代
で
は
外
部
に
、
先
進
国
の
仲

間
入
り
を
果
た
し
た
現
代
で
は
内
部
に
変
わ
っ
て

い
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

現
代
に
お
け
る
〈
恥
〉
は
、
例
え
ば
英
語
学
習

の
場
に
見
ら
れ
る
。
読
む
・
聞
く
・
書
く
・
話
す
、

こ
の
四
技
能
が
求
め
ら
れ
て
い
る
現
在
の
教
育
の

気
風
に
矛
盾
す
る
環
境
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
の
で

神
科
医
の
土
居
健
郎
も
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
を
批
判

し
た
上
で
〈
恥
〉
に
つ
い
て
「
集
団
か
ら
指
弾
さ

れ
る
こ
と
こ
そ
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
不
名
誉

な
こ
と
で
あ
る
」（
注
４
）
と
考
察
し
、
対
人
関

係
の
中
で
自
己
評
価
が
下
さ
れ
る
と
い
っ
た
評
価

的
な
場
が
恥
と
繋
が
っ
て
い
る
と
論
じ
た
。
こ
の

よ
う
に
、〈
恥
〉
の
観
念
は
人
々
の
あ
ら
ゆ
る
言

動
を
制
限
す
る
の
で
あ
る
。

〈
恥
〉
の
概
念
が
よ
り
近
代
的
に
な
っ
て
き
た

の
は
、
社
会
学
者
の
会
田
雄
次
が
『
日
本
人
の
意

識
構
造
』（
注
５
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
外
国
と

の
関
わ
り
が
密
接
に
な
っ
た
明
治
時
代
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
先
進
国
に
追
い
つ
か
ぬ
か
ぎ
り
、
植
民

地
化
さ
れ
る
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
た
日
本
は
「
ト

ラ
イ
＆
エ
ラ
ー
の
エ
ラ
ー
が
許
さ
れ
な
い
時
代
」

で
あ
っ
た
の
だ
。
ま
た
、
近
代
文
学
で
は
、
明
治

時
代
の
『
舞
姫
』（
注
６
）
に
典
型
的
な
例
が
描

か
れ
て
い
る
。
才
気
溢
れ
る
官
僚
で
あ
っ
た
主
人

公
・
太
田
豊
太
郎
は
ド
イ
ツ
の
地
で
踊
り
子
・
エ

リ
ス
と
恋
に
落
ち
る
が
、
同
僚
に
悪
い
噂
を
立
て

ら
れ
、
地
位
を
失
い
か
け
る
。
そ
し
て
エ
リ
ス
へ

の
愛
と
名
誉
回
復
の
機
会
を
天
秤
に
か
け
、
後
者

を
選
択
す
る
と
い
う
物
語
だ
。

と
こ
ろ
で
、『
舞
姫
』
の
主
人
公
の
モ
デ
ル
は

作
者
・
森
鷗
外
と
そ
の
友
人
・
武
島
務
の
二
人
で

あ
り
、
森
鷗
外
の
本
名
「
林
太
郎
」
と
武
島
務
の

あ
る
。
こ
れ
も
私
自
身
の
体
験
だ
が
、
中
学
生
の

こ
ろ
、英
語
で
自
己
紹
介
を
す
る
授
業
が
あ
っ
た
。

私
の
名
前
に
は
日
本
人
が
不
得
意
と
さ
れ
る「
Ｒ
」

が
含
ま
れ
て
い
る
。
発
音
の
法
則
に
忠
実
に
発
音

し
よ
う
と
し
た
結
果
は
、
嘲
笑
だ
っ
た
。
一
人
が

「
発
音
す
ご
い
」
と
言
っ
た
後
、
ク
ラ
ス
で
笑
い

が
起
こ
っ
た
。
語
尾
に
（
笑
）
が
付
い
た
よ
う
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
っ
た
。
真
剣
に
授
業
に
臨
ん
だ
に

も
関
わ
ら
ず
、
何
故
辱
め
を
受
け
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
か
。
理
不
尽
と
共
に
、確
か
に
私
は
〈
恥
〉

を
感
じ
た
。
否
、
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
思

春
期
の
身
に
大
変
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
の
だ
。

そ
の
一
方
で
、
あ
ま
り
に
も
自
然
に
嘲
笑
を
起
こ

す
人
々
を
見
る
に
、
こ
の
よ
う
な
経
験
は
ど
こ
に

で
も
転
が
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
か
す
る

と
、
自
分
自
身
も
別
の
場
面
で
は
誰
か
を
嘲
笑
す

る
側
に
回
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
と
思
い
至
っ
た
。

人
は
ど
う
し
て
誰
か
を
見
下
し
た
り
、
引
き
摺

り
下
ろ
そ
う
と
す
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
自
ら

を
無
条
件
に
肯
定
す
る
「
自
己
肯
定
感
」
の
欠
如

に
起
因
す
る
と
考
え
る
。
周
囲
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

反
応
に
妨
げ
ら
れ
て
い
て
は
「
自
己
肯
定
感
」
が

育
ま
れ
る
ど
こ
ろ
か
ス
ト
レ
ス
が
増
す
だ
け
で
あ

る
。そ
し
て
自
分
を
相
対
的
に
肯
定
す
る
た
め
に
、

今
度
は
自
分
が
誰
か
を
引
き
摺
り
下
ろ
そ
う
と
す



「
匿
名
性
」
の
利
点
は
、
自
分
の
社
会
的
立
場

を
気
に
す
る
こ
と
な
く
気
軽
に
意
見
を
主
張
で
き

る
点
と
、
実
態
と
し
て
の
自
分
に
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

が
科
せ
ら
れ
る
リ
ス
ク
が
低
い
と
い
う
点
に
あ

る
。
実
名
を
出
さ
な
い
限
り
、
何
度
で
も
や
り
直

し
が
効
く
の
だ
。
現
代
に
お
け
る
例
と
し
て
は
個

人
情
報
を
明
か
さ
な
い
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

た
と
え
炎
上
（
自
分
の
言
動
が
大
勢
に
激
し
く
非
難

さ
れ
る
状
態
）
し
た
と
し
て
も
、
個
人
情
報
を
出

さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
社
会
的
な
正
体

が
晒
さ
れ
て
現
実
で
非
難
さ
れ
る
と
い
う
リ
ス
ク

を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
現
代
に
お
い
て
「
匿
名
性
」
を
有
す
る

最
も
手
軽
な
手
段
は
、
先
程
挙
げ
た
通
り
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
で
あ
ろ
う
。
共
同
体
か
ら
隔
離
さ
れ
た
電
脳
空

間
で
、
社
会
的
な
自
分
を
隠
し
た
ま
ま
自
己
表
現

が
可
能
な
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
、
最
低
限
の
リ
ス
ク
で
最
大

限
の
表
現
活
動
が
で
き
る
手
段
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
と
同
時
に
、
恐
怖
か
ら
解
放
さ

れ
た
我
々
は
、
往
々
に
し
て
軽
率
に
言
葉
を
扱
い

や
す
く
な
る
と
い
う
欠
点
も
存
在
す
る
。
ネ
ッ
ト

上
の
誹
謗
中
傷
が
最
た
る
例
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
お
け
る
「
匿
名
性
」
は
、
常
に
一
種
の

モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
引
き
起
こ
す
危
険
を
孕
ん
で

い
る
の
だ
。
た
だ
し
、
私
は
そ
の
是
非
に
つ
い
て

議
論
し
た
い
わ
け
で
は
な
く
、
一
つ
の
点
を
強
調

観
的
指
標
に
依
存
す
る
傾
向
は
、
相
対
性
の
無
い

自
己
肯
定
へ
の
自
信
の
な
さ
の
表
れ
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
自
信
の
欠
如
か
ら
自
ら
ハ
ー
ド
ル

を
下
げ
、
失
敗
へ
の
予
防
線
を
張
る
と
い
う
行
為

は
、
心
理
学
用
語
で
「
セ
ル
フ
・
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ

ッ
ピ
ン
グ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
。
未
だ
日
本
に

は
謙
虚
さ
を
美
徳
と
し
て
讃
え
る
気
風
が
残
っ
て

い
る
。
こ
の
気
風
こ
そ
が
自
信
を
驕
り
と
す
り
替

え
、我
々
に
非
難
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
さ
せ
た
り
、

周
囲
の
目
を
気
に
さ
せ
た
り
す
る
原
因
と
な
る
の

だ
。共

同
体
の
中
で
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
怯
え
る
我
々

は
こ
の
よ
う
に
、
自
己
表
現
・
評
価
の
場
で
自
分

を
守
る
た
め
に
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

三
、
恐
怖
か
ら
の
解
放
と
「
自
由
」
の
行
使

そ
れ
で
は
、
前
章
で
述
べ
た
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
へ

の
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
由
に
自
己
主
張
を
す

る
方
法
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

私
は
こ
の
恐
怖
か
ら
の
解
放
を
可
能
に
す
る
要

素
の
一
つ
と
し
て
、「
匿
名
性
」
を
挙
げ
た
い
。

こ
の
「
匿
名
性
」
は
ハ
ン
ド
ル
ネ
ー
ム
の
よ
う
な

「
偽
名
性
」
も
含
め
る
も
の
と
す
る
。
実
際
に
ヴ

ォ
ル
テ
ー
ル
も
、
楽
天
主
義
を
風
刺
し
た
本
を
偽

名
で
出
版
し
て
い
る
。

る
。
こ
の
よ
う
な
負
の
ル
ー
プ
が
発
生
し
連
鎖
す

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
、文
部
科
学
省
の
「
い
じ
め
対
策
Ｑ
＆
Ａ
」

（
注
８
）
で
も
い
じ
め
の
原
因
は
「
不
満
や
ス
ト

レ
ス
の
捌
け
口
」
で
あ
る
と
し
、
一
つ
の
心
理
と

し
て
「
他
者
を
お
と
し
め
て
自
尊
感
情
を
維
持
」

し
た
い
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
世
の
中
そ
の
よ
う
な
人
が
全
て
で
は

な
く
、
自
分
に
自
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
て
い
る

人
も
い
る
。
そ
し
て
そ
の
要
因
は
、
自
ら
の
達
成

し
た
実
績
に
基
づ
く
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

楽
天
イ
ン
サ
イ
ト
は
二
〇
～
六
〇
代
を
対
象
と

し
た
英
語
に
関
す
る
調
査
（
注
９
）
で
「
あ
な
た

は
英
語
が
得
意
か
」
と
質
問
し
た
。
回
答
を
Ｔ
Ｏ

Ｅ
Ｉ
Ｃ
の
点
数
ご
と
に
見
て
み
る
と
、
高
得
点
に

な
る
に
つ
れ
「
得
意
・
と
て
も
得
意
」
の
割
合
が

高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
七
〇
〇
点
以

上
で
は
七
割
が
「
得
意
」、
さ
ら
に
点
数
が
上
が

る
と
「
と
て
も
得
意
」
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い

っ
た
。
ま
た
、六
九
九
点
以
下
の
人
の
七
割
は「
わ

か
ら
な
い
・
苦
手
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
調
査
結
果
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
得

点
と
い
う
自
身
の
実
績
が
「
得
意
」
と
い
う
自
信

の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
裏
を
返
せ

ば
、
根
拠
が
無
い
と
自
分
を
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
人
々
が
点
数
と
い
う
客



化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「

自
由
で
あ
ろ
う
と
望
ん
だ
瞬
間
に
、
人
は
自

由
と
な
る
」。
こ
の
格
言
を
残
し
た
の
も
や
は
り

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
だ
。
彼
に
敬
意
を
表
し
、
私
の
意

見
を
端
的
に
表
し
た
い
と
思
う
。「
自
由
で
あ
ろ

う
と
請
求
し
た
瞬
間
に
、
人
は
自
由
の
権
利
を
得

る
」。

四
、〈
寛
容
〉
な
社
会
を
目
指
し
て

「
権
利
の
上
に
眠
る
も
の
は
保
護
に
値
せ
ず
」

と
は
、
有
名
な
言
葉
だ
。
す
な
わ
ち
「
請
求
し
な

け
れ
ば
権
利
は
失
わ
れ
る
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

政
治
学
者
・
丸
山
真
男
の「『
で
あ
る
』こ
と
と『
す

る
』
こ
と
」（
注
10
）
で
は
時
効
の
法
律
に
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
の
言
葉
は
、「
言
論
の
自
由
」
に

も
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
言
論
の
自
由
」
を
有
し
て
い
る
は
ず
の
我
々

が
「
意
見
の
主
張
を
し
な
い
」
ま
ま
で
は
、
自
由

が
意
味
を
為
さ
な
い
。
権
利
は
有
名
無
実
化
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
と
は
い
え
「
自
分
か
ら

積
極
的
に
意
見
を
主
張
し
よ
う
！
」
と
説
い
た
だ

け
で
実
現
す
る
社
会
で
あ
れ
ば
、
誰
も
苦
労
は
し

な
い
。
で
は
、
我
々
が
言
論
の
自
由
を
〈
本
物
〉

に
す
る
た
め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
。
そ
れ
こ
そ

が
、
他
人
の
失
敗
や
間
違
い
に
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を

し
た
い
の
で
あ
る
。「
匿
名
」
と
い
う
保
険
を
持

た
ぬ
「
素
」
状
態
の
我
々
に
と
っ
て
、
共
同
体
内

で
自
由
に
意
見
を
発
信
す
る
「
言
論
の
自
由
」
の

行
使
を
実
践
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
難
し
い
こ
と

な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る

日
本
に
お
い
て
、
現
実
で
行
使
さ
れ
て
い
な
い
自

由
と
は
、
果
た
し
て
〈
本
物
〉
な
の
だ
ろ
う
か
。

私
の
答
え
は
「
否
！
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
を

も
っ
て
〈
本
物
〉
と
す
る
か
は
、
自
由
た
る
権
利

を
真
に
行
使
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
改
め
て
、「
自
由
」
の
位
置
付
け
を
明

確
に
し
て
お
こ
う
。
広
辞
苑
を
引
く
と
「
言
論
の

自
由
」
は
「
社
会
的
自
由
」
に
含
ま
れ
る
。
さ
ら

に
「
自
由
は
、
障
害
の
除
去
・
緩
和
に
よ
っ
て
拡

大
す
る
た
め
、
目
的
の
た
め
に
自
然
的
・
社
会
的

条
件
を
変
革
す
る
こ
と
は
自
由
の
増
大
と
さ
れ

る
。」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
私
は
こ
の
「
障
害

の
緩
和
」
こ
そ
が
「
寛
容
」
で
あ
り
、
逸
脱
し
た

者
に
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
加
え
ら
れ
る
と
い
う
現
状

を
「
社
会
的
条
件
」
と
し
た
場
合
、
変
革
の
た
め

の
最
大
の
手
段
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
こ
れ
を
変
革
す
る
こ
と
で
我
々
の
言
論
の
場

に
お
け
る
「
自
由
」
の
自
覚
と
増
大
を
目
指
し
、

言
論
の
自
由
の
行
使
に
よ
り
、
権
利
を
〈
本
物
〉

科
し
、
人
々
を
恐
怖
に
陥
れ
る
性
質
を
持
つ
社
会

を
変
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
相
互
に
「
寛
容
」
な

社
会
を
創
造
す
る
こ
と
に
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

「
寛
容
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を

語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
一
冊
、そ
れ
は
『
寛
容
論
』

で
あ
る
。
こ
の
本
で
彼
は
、
実
際
に
起
き
た
「
カ

ラ
ス
事
件
」
を
取
り
扱
う
。
カ
ト
リ
ッ
ク
が
多
数

を
占
め
る
街
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
カ
ラ
ス
氏

に
か
け
ら
れ
た
息
子
殺
し
の
冤
罪
を
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
が
晴
ら
し
、
排
他
的
な
狂
信
へ
の
批
判
と
理
性

に
よ
る
寛
容
を
強
く
訴
え
る
と
い
う
話
だ
。

こ
の
本
に
は
日
本
に
関
し
て
の
記
述
も
あ
り
、

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
日
本
人
を
宗
教
的
に
寛
容
で
あ

る
と
述
べ
た
。
私
は
こ
の
意
見
に
対
し
て
、
概
ね

賛
成
で
あ
る
。
現
代
の
日
本
に
お
い
て
は
、
無
宗

教
者
も
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
ツ
リ
ー
を
飾
り
付
け
、

年
末
に
は
除
夜
の
鐘
を
聞
き
、
年
始
に
は
神
社
に

初
詣
を
し
て
い
る
。
歴
史
的
に
見
て
も
、
他
の
宗

教
・
宗
派
を
排
他
し
争
っ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

比
べ
、
日
本
は
ど
ん
な
宗
教
で
も
基
本
的
に
は
排

他
す
る
こ
と
な
く
、む
し
ろ
先
程
の
例
の
よ
う
に
、

い
く
つ
か
は
自
ら
の
文
化
に
吸
収
し
て
し
ま
う
。

こ
う
い
っ
た
面
で
日
本
は
宗
教
に
寛
容
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。

『
寛
容
論
』
は
専
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
的
不

寛
容
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
が
、
日
本
に
お
い
て



見
ら
れ
る
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
勇
気
あ
る
行
動
は
世

論
を
変
え
、
宗
教
的
に
不
寛
容
な
社
会
に
大
き
な

風
穴
を
開
け
た
。
我
々
が
「〈
本
物
〉
の
言
論
の

自
由
」
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
無
駄
に
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
稿
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
く
れ
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
敬
意
を
表
し
、
彼

の
言
葉
で
締
め
よ
う
と
思
う
。

「
寛
容
の
精
神
は
我
々
す
べ
て
を
兄
弟
に
す
る
。

し
か
し
不
寛
容
の
精
神
は
人
間
を
野
獣
に
す
る
。」
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は
臆
す
る
こ
と
な
く
自
分
の
意
見
を
主
張
し
、
知

的
好
奇
心
の
翼
を
羽
ば
た
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
。

そ
れ
こ
そ
が
「
寛
容
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

五
、
さ
い
ご
に

サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
〈
恥
〉
に
起
因
す
る

失
敗
や
逸
脱
へ
の
恐
怖
は
我
々
の
自
由
な
言
論
を

阻
む
が
、
相
互
に
尊
重
し
合
う
精
神
を
持
つ
こ
と

に
よ
っ
て
「
寛
容
」
な
言
論
の
場
を
創
る
。
こ
れ

に
よ
り
「〈
本
物
〉
の
言
論
の
自
由
」
を
手
に
入

れ
る
こ
と
が
で
き
る
、と
い
う
の
が
結
論
で
あ
る
。

実
際
、
行
事
ご
と
に
宗
教
を
使
い
分
け
る
我
々
日

本
人
に
と
っ
て
、
こ
の
一
種
の
寛
容
さ
を
言
論
の

場
に
持
ち
込
む
こ
と
は
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
を
夢
物
語
で
あ
る
と
一
蹴
す
る
人
も

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
寛
容
論
』
に

の
不
寛
容
は
言
論
の
場
に
対
し
て
言
え
る
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
言
論
に
お
い
て
の
「
寛
容
」
と
は
何
な

の
か
。
私
は「
尊
重
の
精
神
に
よ
る
容
認
の
体
制
」

だ
と
思
う
。
広
辞
苑
に
よ
る
と
、
尊
重
と
は
「
価

値
あ
る
も
の
と
し
て
大
切
に
扱
う
こ
と
」で
あ
る
。

主
張
へ
の
賛
否
に
関
わ
ら
ず
、
意
見
の
主
張
と
い

う
挑
戦
自
体
を
賞
賛
な
い
し
是
認
す
る
空
気
が
必

要
な
の
で
あ
る
。
尊
重
の
精
神
の
な
い
議
論
に
お

い
て
人
間
は
相
手
の
話
を
ま
と
も
に
聞
こ
う
と
は

し
な
い
。
酷
い
時
に
は
互
い
を
引
き
摺
り
落
と
そ

う
と
す
る
よ
う
な
醜
い
様
相
を
成
す
。
そ
も
そ
も

議
論
と
は
「
論
じ
合
う
こ
と
」
で
あ
り
、排
他
的
・

自
己
中
心
的
主
張
は
も
は
や
議
論
と
は
呼
べ
な
い

の
だ
。
対
し
て
、
尊
重
の
精
神
の
あ
る
議
論
で
は

相
手
の
主
張
を
つ
ぶ
さ
に
聴
き
、
白
熱
し
た
の
ち

に
は
満
足
感
や
達
成
感
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

互
い
に
尊
重
の
精
神
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
な

ら
ば
、
挑
戦
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
で
自
己
肯
定
感

の
欠
落
は
避
け
ら
れ
、
相
手
を
不
利
に
し
た
い
と

い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
反
応
へ
の
連
鎖
は
発
生
し
え

な
い
の
だ
。

他
人
の
言
動
に
不
寛
容
な
社
会
の
中
で
は
逸

脱
・
失
敗
し
た
者
を
狂
気
的
な
ま
で
に
誹
り
、
ま

た
は
揶
揄
す
る
。〈
恥
〉
と
い
う
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

を
恐
れ
て
臆
病
に
な
っ
た
我
々
は
、
周
囲
の
意
向



（
注
７
）
テ
ー
カ
ン
ネ
グ
ル
ー
プPO

M
PA

D
O

U
R

日
本
向
け
サ
イ
ト
よ
り
「
文
豪
森
鷗
外
と

T
EEK

A
N

N
E

と
を
つ
な
ぐ
も
の
と
は
？
（
抄

出
）」http://w

w
w

.pom
padour-tea.jp/

about-us/our-history/m
ori-ogai-and-

teekanne/

（
注
８
）
文
部
科
学
省
「
い
じ
め
対
策
Ｑ
＆
Ａ
」

https://w
w

w
.m

ext.go.jp/b_m
enu/

sh
in

g
i/

c
h

o
u

sa
/

sh
o

to
u

/
0

4
0

/
toushin/07030123/001.pdf

（
注
９
）
楽
天
イ
ン
サ
イ
ト
「
英
語
に
関
す
る
調

査
」、
二
〇
一
六
年https://insight.rakuten. 

co.jp/report/20160826/

（
注
10
）
丸
山
真
男
「『
で
あ
る
』
こ
と
と
『
す
る
』

こ
と
」（『
日
本
の
思
想
』
よ
り
）、
一
九
六
一

年
〈
参
考
文
献
〉

鑪
幹
八
郎
『
恥
と
意
地　

日
本
人
の
心
理
構
造
』、

講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
八
年

Ａ
・Ｊ
・
エ
イ
ヤ
ー
（
中
川
信
・
吉
岡
真
弓
訳
）『
ヴ

ォ
ル
テ
ー
ル
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九

一
年

保
苅
瑞
穂
『
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
世
紀　

精
神
の
自

由
へ
の
軌
跡
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年


