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今
回
、
最
新
審
査
対
象
作
品
の
う
ち
、「
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
の
渦
中
に
あ
っ
て
」
を
テ
ー
マ
に

選
ん
だ
作
品
が
最
多
で
、
次
に
多
か
っ
た
の
が

「
絆
」
で
あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
の
な
か
で
、
高
校
生
が
何
を
模
索

し
て
い
る
の
か
。「
絆
」
が
謳
わ
れ
た
東
日
本

大
震
災
か
ら
十
年
を
経
て
、
こ
の
言
葉
を
高
校

生
は
今
、
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
。「
今
」
し

か
問
え
な
い
テ
ー
マ
に
対
し
、
応
募
者
各
位
は

意
欲
作
を
も
っ
て
答
え
て
く
れ
た
。

小
泉
信
三
賞
を
受
賞
し
た
平
野
論
文
は
、
東

日
本
大
震
災
を
機
に
、
地
縁
的
・
血
縁
的
意
味

合
い
の
強
か
っ
た
「
絆
」
が
、
社
会
全
体
を
包

含
す
る
意
味
合
い
を
帯
び
は
じ
め
、「
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
」
に
変
容
し
た
と
言
う
。
日
本
人
は

家
の
も
と
で
個
人
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
と
指
摘

し
、
現
代
教
育
に
お
け
る
集
団
主
義
的
特
徴
を

析
出
し
て
、
権
力
の
側
が
「
絆
」
に
人
々
を
は

め
込
む
の
で
は
な
く
、
自
然
発
生
的
な
絆
の
阻

害
要
因
を
排
除
す
べ
き
だ
と
説
く
。
体
験
と
古

典
を
巧
み
に
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、「
絆
」
の
負

の
側
面
を
あ
ぶ
り
出
し
、同
時
に
、そ
の
可
能
性

を
探
究
し
た
、素
晴
ら
し
い
小
論
文
で
あ
っ
た
。

次
席
の
福
井
論
文
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ

る
経
済
と
命
の
両
立
問
題
を
め
ぐ
る
分
断
に
つ

い
て
問
う
た
作
品
で
あ
る
。
経
済
か
命
か
と
い

う
選
択
は
、
基
礎
疾
患
の
あ
る
人
や
貧
困
者
な

ど
を
切
り
捨
て
る
こ
と
に
な
る
と
言
う
著
者

は
、
生
活
の
質
を
変
え
て
不
平
等
を
な
く
し
、

人
と
の
つ
な
が
り
や
社
会
的
連
帯
を
構
築
す
る

よ
う
シ
フ
ト
す
る
こ
と
を
説
く
。
哲
学
、
経
済

学
の
知
見
や
デ
ー
タ
を
活
用
し
な
が
ら
、
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
下
の
幸
福
と
は
何
か
を
問
う
た
、
力

作
で
あ
る
。

佳
作
三
編
に
つ
い
て
も
、言
及
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
加
藤
論
文
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
に
お
け
る
誹

謗
中
傷
や
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
の
問
題
か
ら
、

言
論
の
自
由
の
あ
る
べ
き
姿
を
問
う
た
。
匿
名

性
を
武
器
に
巨
大
化
し
た
言
論
の
自
由
に
つ
い

て
、
人
々
は
あ
ま
り
に
多
い
情
報
を
背
負
わ
さ

れ
、
自
分
に
都
合
の
良
い
情
報
だ
け
集
め
て
陰

謀
論
に
走
り
、
言
論
の
制
限
を
叫
ぶ
よ
う
に
な

っ
て
い
る
と
し
て
、「
～
か
ら
の
自
由
」
を
「
～

へ
の
自
由
」
へ
と
再
認
識
す
べ
き
だ
と
説
く
。

佐
々
木
論
文
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
う
つ
病
や

自
殺
者
の
増
加
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
処
方
箋

と
し
て
カ
ミ
ュ
の
『
ペ
ス
ト
』
を
読
み
解
い
た
。

著
者
は
カ
ミ
ュ
の
思
想
を
「
引
き
裂
か
れ
」
と

い
う
言
葉
に
集
約
さ
せ
て
理
解
し
、
引
き
裂
か

れ
戸
惑
う
人
間
を
敗
北
者
と
呼
ん
で
、
こ
れ
に

共
感
し
た
カ
ミ
ュ
に
理
解
を
寄
せ
る
。
敗
北
者

の
持
つ
「
痛
み
」
こ
そ
が
、「
連
帯
」
を
生
み

出
す
原
動
力
に
な
り
得
る
と
し
、「
共
に
苦
し

む
こ
と
」、「
共
感
」
に
、「
高
貴
な
倫
理
」
を

読
み
取
る
。

武
島
論
文
は
、
言
論
の
自
由
に
関
す
る
ヴ
ォ

ル
テ
ー
ル
の
格
言
と
営
為
を
切
り
口
に
、
日
本

人
は
消
極
的
で
意
見
を
持
た
な
い
、
と
い
う
命

題
に
挑
ん
だ
。
日
本
人
は
「
恥
」
を
恐
れ
て
意

見
が
言
え
な
い
と
し
、
そ
の
歴
史
と
構
造
を
解

読
す
る
著
者
は
、「
恥
」
へ
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

の
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
に
自
己
主
張
す

る
た
め
の
方
法
と
し
て
、「
匿
名
性
」
と
自
由

の
行
使
を
挙
げ
、
互
い
を
尊
重
す
る
「
寛
容
」

の
重
要
性
を
訴
え
る
。

世
界
が
混
乱
と
闇
に
包
ま
れ
つ
つ
あ
る
な
か

で
、
ど
う
生
き
、
社
会
を
再
構
築
し
て
い
く
べ

き
か
。
模
索
と
格
闘
を
続
け
な
が
ら
、
未
来
へ

の
可
能
性
を
提
示
し
て
く
れ
た
作
品
に
恵
ま
れ

た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
る
。

「
今
」
し
か
聞
け
な
い
声

小お

川が

原わ
ら

正ま
さ

道み
ち

（
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小
論
文
で
は
、
テ
ー
マ
と
な
る
言
葉
を
、
と

り
あ
え
ず
辞
書
で
調
べ
て
か
ら
論
じ
る
パ
タ
ー

ン
が
多
い
。
今
年
の
「
絆
」
が
そ
れ
で
、『
広

辞
苑
』
の
定
義
を
何
回
と
な
く
目
に
し
た
。
語

源
的
に
は「
動
物
を
つ
な
ぎ
と
め
る
綱
」で
、「
断

つ
に
し
の
び
な
い
恩
愛
」
と
同
時
に
「
束
縛
」

を
も
意
味
す
る
。
語
の
両
義
性
を
確
認
し
、
マ

イ
ナ
ス
の
側
面
に
も
言
及
す
る
作
品
は
少
な
く

な
か
っ
た
。
中
で
も
実
感
が
こ
も
っ
て
い
た
の

は
平
野
瑠
理
さ
ん
だ
っ
た
。

彼
女
の
小
学
校
は
、
運
動
会
で
一
糸
乱
れ
ぬ

行
進
が
推
奨
さ
れ
る
よ
う
な
校
風
だ
っ
た
。
そ

の
中
で
教
師
に
先
導
さ
れ
、
全
員
一
致
で
可
決

さ
れ
た
「
級
訓
」
が
「
絆
」
だ
っ
た
。
嫌
な
感

じ
は
読
者
に
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
る
。
そ
の
体
験

が
、
平
野
さ
ん
に
考
え
る
機
会
を
与
え
、
さ
ま

ざ
ま
な
文
献
の
渉
猟
を
可
能
に
し
た
。

小
学
校
の
ク
ラ
ス
に
お
け
る
同
調
圧
力
を
、

国
家
レ
ベ
ル
に
拡
大
す
れ
ば
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

に
な
る
。そ
の
根
底
に
は
、日
本
の
場
合
、「『
家
』

を
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
た
集
団
主
義
」
が
存

在
す
る
。
論
は
武
士
社
会
か
ら
３
・
11
ま
で
を

視
野
に
含
め
た
日
本
人
論
の
様
相
を
呈
す
る
。

そ
の
先
が
平
野
さ
ん
の
真
骨
頂
で
あ
る
。
権
力

者
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
押
し
付
け
ら
れ

る
絆
は
、
本
来
の
個
人
レ
ベ
ル
で
の
絆
を
抑
圧

す
る
こ
と
を
彼
女
は
見
抜
い
た
。「
自
然
に
生

ま
れ
る
は
ず
の
絆
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
阻
害
し

て
い
る
要
因
を
排
除
す
る
こ
と
が
、
権
力
の
側

に
立
つ
者
が
唯
一
や
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い

か
」、
こ
の
一
言
を
為
政
者
に
読
ん
で
も
ら
い

た
い
も
の
だ
。

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
高
校
生

が
現
実
改
革
の
さ
ま
ざ
ま
な
案
を
提
唱
す
る
機

会
と
な
っ
た
。
観
光
資
源
と
し
て
の
郷
里
を
見

直
す
真
剣
な
論
も
あ
っ
た
。
具
体
案
が
多
い
中

で
、
マ
ク
ロ
な
視
点
に
立
っ
た
の
が
福
井
愛
朝

さ
ん
だ
っ
た
。

コ
ロ
ナ
は
私
た
ち
に
「
命
を
取
る
か
、
経
済

を
取
る
か
」
と
い
う
究
極
の
問
い
か
け
を
も
た

ら
し
た
。
そ
も
そ
も
い
ず
れ
か
を
選
べ
る
の
は

一
部
の
特
権
的
な
人
々
で
あ
り
、
複
雑
な
事
態

を
二
極
に
単
純
化
す
る
問
い
そ
の
も
の
が
間
違

っ
て
い
る
と
福
井
さ
ん
は
説
く
。
あ
え
て
経
済

成
長
を
緩
や
か
に
す
る
こ
と
で
、
コ
ロ
ナ
後
の

貧
困
と
経
済
的
不
平
等
を
乗
り
越
え
る
道
は
あ

る
。
そ
の
意
味
で
コ
ロ
ナ
を
、
人
間
の
幸
福
を

再
考
す
る
き
っ
か
け
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

福
井
さ
ん
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
視
点
は
経
済
学

に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
経
済
学
を
大
学
で

学
び
た
い
と
い
う
彼
女
の
希
望
が
叶
え
ら
れ
る

こ
と
を
私
も
願
っ
て
や
ま
な
い
。

言
論
の
自
由
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
と
い
う
観
点

か
ら
扱
っ
た
加
藤
萌
歌
さ
ん
は
、
現
代
に
固
有

の
問
題
か
ら
発
し
て
、
自
由
の
本
質
へ
と
論
を

進
め
て
危
な
げ
が
な
か
っ
た
。

同
じ
言
論
の
自
由
を
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
か
ら
説

き
起
こ
し
た
の
は
武
島
花
梨
さ
ん
だ
。
日
本
的

な
恥
の
文
化
が
「
共
同
体
の
中
で
サ
ン
ク
シ
ョ

ン
に
怯
え
る
我
々
」
を
作
り
出
し
て
い
る
と
し

た
上
で
、
再
び
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
的
な
寛
容
の
精

神
へ
と
見
事
に
着
地
し
た
。

今
年
の
全
作
品
の
中
で
、
最
も
豊
富
な
読
書

体
験
を
誇
る
の
は
佐
々
木
大
樹
さ
ん
だ
。
読
み

こ
な
し
た
こ
と
が
血
肉
と
な
り
、
レ
ベ
ル
の
高

い
文
体
を
生
ん
だ
。
読
後
、
カ
ミ
ュ
が
『
ペ
ス

ト
』
で
め
ざ
し
た
他
者
へ
の
「
共
感
」
に
、
素

直
に
共
感
で
き
る
自
分
が
い
た
。

絆
、コ
ロ
ナ
、言
論
の
自
由

荻お
ぎ

野の

安あ
ん

奈な

（
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
拡
大
し
、

最
初
の
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
た
の
は
二
〇

二
〇
年
四
月
、
第
五
波
を
受
け
た
四
回
目
の
宣

言
が
解
除
さ
れ
た
の
は
二
〇
二
一
年
九
月
三
十

日
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
時
代
に
第
四
十
六
回

小
泉
信
三
賞
の
コ
ン
テ
ス
ト
は
行
わ
れ
た
。

五
つ
の
課
題
の
内
、「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
渦

中
に
あ
っ
て
」
か
ら
は
、
次
席
、
福
井
愛
朝
さ

ん
の
「
絶
望
を
希
望
に
変
え
る
知
」
と
佳
作
、

佐
々
木
大
樹
さ
ん
の
「
私
は
あ
な
た
と
共
に
こ

こ
に
い
る
─
─
う
つ
病
社
会
と
『
ペ
ス
ト
』
の

連
帯
」
が
選
ば
れ
た
。

福
井
さ
ん
の
論
文
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
渦

中
だ
か
ら
こ
そ
見
え
る
も
の
と
し
て
、
社
会
の

不
平
等
、
分
断
を
あ
げ
る
。
ア
ビ
ジ
ッ
ト
・
Ⅴ
・

バ
ナ
ジ
ー
の『
絶
望
を
希
望
に
変
え
る
経
済
学
』

な
ど
を
読
み
こ
な
し
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
渦

中
に
お
い
て
知
を
結
集
し
不
平
等
を
解
消
し
、

連
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
自
ら
の

四
〇
度
を
超
え
る
発
熱
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
始

ま
る
文
章
力
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。

佐
々
木
さ
ん
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
渦
中
の
社

会
を
「
う
つ
病
」
社
会
と
捉
え
、
少
し
で
も
住

み
や
す
く
す
る
た
め
の
あ
り
う
べ
き
倫
理
を
課

題
の
一
つ
と
し
て
検
討
し
て
い
る
。
し
か
も
そ

の
方
法
が
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
『
ペ
ス

ト
』
を
再
考
す
る
論
法
を
と
っ
て
お
り
、
読
書

家
ゆ
え
の
実
力
の
あ
る
論
文
と
な
っ
て
い
る
。

東
日
本
大
震
災
か
ら
十
年
に
な
る
今
年
の
課

題「
絆
」を
選
ん
だ
平
野
瑠
理
さ
ん
の
論
文
、「
日

本
人
の
気
質
か
ら
考
え
る
「
絆
」
と
「
社
会
」」

小
泉
信
三
賞
に
選
ば
れ
た
。「
そ
れ
（
絆
）
が

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
集
団
意
識
の
よ
り
ど
こ

ろ
と
す
る
よ
う
な
意
味
で
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
東
日
本
大
震
災
が
き
っ
か

け
だ
っ
た
」
と
い
う
言
葉
に
は
ド
キ
ッ
と
す
る

も
の
が
あ
る
。
平
野
さ
ん
も
論
じ
て
い
る
よ
う

に
、
政
治
で
は
、
自
助
、
共
助
、
公
助
、
そ
し

て
絆
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
今
、
絆
と
い

う
言
葉
に
違
和
感
を
抱
く
世
代
の
感
性
は
新
鮮

で
あ
り
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の

『
想
像
の
共
同
体
』
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
絆
を
論
じ
た
筆
力
は
す

ば
ら
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

「
言
論
の
自
由
」
を
選
ん
だ
武
島
花
梨
さ
ん

の
「「
言
論
の
自
由
」
の
行
使
を
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
と
考
え
る
」、
加
藤
萌
歌
さ
ん
の
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ

時
代
に
「
言
論
の
自
由
」
の
本
質
を
考
え
る
」

も
佳
作
に
選
ば
れ
た
。

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
思
想
に
共
感
す
る
武
島
さ

ん
は
、「
日
本
人
は
消
極
的
で
自
分
の
意
見
を

持
た
な
い
」
と
い
う
通
説
に
疑
問
を
抱
き
、
ル

ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
『
菊
と
刀
』
が
唱
え

た
恥
の
文
化
で
、
日
本
人
が
意
見
を
言
わ
な
い

状
況
を
説
明
し
て
い
く
。『
菊
と
刀
』
へ
の
批

判
の
論
文
に
も
目
を
通
し
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ

た
論
文
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。

加
藤
さ
ん
は
、
今
の
時
代
、
言
論
の
自
由
は

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
抜
き
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

考
え
、「
エ
コ
ー
チ
ェ
ン
バ
ー
」
に
よ
り
「
フ

ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
現
象

を
考
察
し
た
上
で
、
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
の

『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
に
ヒ
ン
ト
を
得
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

の
普
及
に
よ
っ
て
今
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、

「
言
論
の
自
由
か
ら
の
逃
走
」
で
は
な
い
か
と

み
る
。
そ
し
て
誰
で
も
発
信
者
に
な
る
こ
と
が

で
き
る
今
の
時
代
、
一
人
一
人
が
言
論
の
自
由

の
意
味
を
考
え
直
す
べ
き
時
で
あ
る
と
説
く
。

今
年
は
、
日
頃
の
豊
富
な
読
書
量
を
実
感
さ

せ
る
作
品
が
選
ば
れ
た
年
で
あ
っ
た
。

日
頃
の
読
書
習
慣
が
表
れ
た

秀
作
並
ぶ

権け
ん

丈
じ
ょ
う

善よ
し

一か
ず

（
慶
應
義
塾
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学
商
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部
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授
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例
年
の
こ
と
だ
が
、
小
論
文
コ
ン
テ
ス
ト
の

課
題
に
は
「
書
き
や
す
い
」
も
の
と
そ
う
で
な

い
も
の
が
あ
る
。
今
年
は
、
課
題
１
や
４
、
あ

る
い
は
２
が
前
者
に
該
当
す
る
よ
う
に
思
っ
た

が
、
応
募
作
品
を
読
ん
で
み
る
と
、
課
題
３
の

「
言
論
の
自
由
」
を
選
ん
だ
作
品
に
も
優
秀
な

も
の
が
多
か
っ
た
。も
ち
ろ
ん
、「
書
き
や
す
い
」

こ
と
と
「
実
際
に
小
論
文
を
完
成
さ
せ
る
」
こ

と
は
別
次
元
の
話
だ
が
、
今
の
高
校
生
諸
君
が

言
論
の
自
由
に
つ
い
て
真
面
目
に
考
え
て
い
る

こ
と
を
知
っ
て
、
う
れ
し
く
思
っ
た
。

さ
て
、
小
泉
信
三
賞
に
は
、
課
題
２
の
「
絆
」

を
選
ん
だ
平
野
瑠
理
さ
ん
の
作
品
が
選
ば
れ

た
。
こ
の
作
品
で
は
、
日
本
に
お
け
る
「
絆
」

の
あ
り
方
、
と
く
に
学
校
教
育
に
お
け
る
あ
り

方
が
、
外
国
と
の
比
較
を
含
め
て
検
討
さ
れ
、

そ
れ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
「
絆
」
に
近
づ

く
こ
と
へ
の
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
自
分

の
経
験
と
文
献
・
資
料
に
基
づ
く
客
観
的
な
証

拠
が
う
ま
く
融
合
さ
れ
た
、
優
れ
た
小
論
文
で

あ
る
。
昨
年
の
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し

た
眞
鍋
淑
郎
氏
が
、
記
者
会
見
で
「
日
本
人
は

互
い
に
邪
魔
し
な
い
よ
う
に
協
調
す
る
」「
私

は
協
調
が
得
意
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
そ

う
だ
が
、
そ
こ
に
も
本
論
文
の
問
題
意
識
と
共

通
す
る
も
の
を
感
じ
る
。

次
席
の
福
井
愛
朝
さ
ん
の
作
品
は
、
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
渦
中
で
の
経
済
的
な
不
平
等
の
問
題
を

取
り
上
げ
、バ
ナ
ジ
ー
と
デ
ュ
フ
ロ
の
共
著『
絶

望
を
希
望
に
変
え
る
経
済
学
』
に
基
づ
い
て
不

平
等
の
解
消
に
向
け
て
の
提
案
を
行
っ
た
も
の

で
あ
る
。
福
井
さ
ん
が
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

の
も
た
ら
し
た
分
断
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
、

多
様
な
文
献
を
参
照
し
て
本
論
文
を
仕
上
げ
た

こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、
書
籍
か
ら
の
引
用
や

要
約
を
元
に
し
た
断
定
的
な
主
張
が
多
い
と
こ

ろ
が
気
に
な
っ
た
。

佳
作
の
三
作
品
の
う
ち
、
加
藤
萌
歌
さ
ん
と

武
島
花
梨
さ
ん
の
二
作
品
は
「
言
論
の
自
由
」

の
課
題
が
軸
と
な
っ
て
い
る
。加
藤
さ
ん
は「
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
い
う
問
題
意

識
か
ら
出
発
し
、
フ
ロ
ム
の
『
自
由
か
ら
の
逃

走
』
の
論
理
を
う
ま
く
使
っ
て
、今
日
的
な
「
言

論
の
自
由
」
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。「
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
」
と
い
う
主
張
は
傾
聴
に
値
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
武
島
さ
ん
の
作
品
は
、
日
本

に
お
け
る
言
論
を
取
り
巻
く
状
況
を「
伝
統
的
」

な
視
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
日

本
人
の
〈
恥
〉
に
対
す
る
意
識
の
考
察
か
ら
出

発
し
、
最
後
は
「〈
本
物
〉
の
言
論
の
自
由
」

を
手
に
入
れ
る
た
め
に
「
寛
容
」
な
社
会
を
創

造
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
語
ら
れ
る
。
自
身
の

経
験
や
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
お
け
る
「
匿
名
性
」
の
危

険
性
の
指
摘
な
ど
も
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
読

み
や
す
い
小
論
文
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。

佳
作
に
は
、
佐
々
木
大
樹
さ
ん
の
作
品
も
選

ば
れ
た
。
こ
の
小
論
文
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
渦
中

に
お
い
て
「
心
の
問
題
」
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ

て
い
る
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
、
カ
ミ
ュ
の

『
ペ
ス
ト
』
の
読
解
を
通
じ
て
、
住
み
や
す
い

社
会
の
あ
り
様
を
考
察
し
て
い
る
。た
だ
、「
友
」

「
連
帯
」
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
た
分
析

は
抽
象
度
が
高
く
、読
み
通
す
の
に
苦
労
し
た
。

皆
さ
ん
が
さ
ら
な
る
高
み
を
目
指
し
て
研
鑽

を
つ
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

審
査
を
終
え
て須す

田だ

伸し
ん

一い
ち

（
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
教
授
）
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出
版
業
を
生
業
と
し
て
い
る
私
は
常
々
、
出

版
こ
そ
が
家
内
制
手
工
業
の
最
た
る
も
の
だ
と

考
え
て
い
る
。
い
か
に
技
術
が
進
歩
し
て
も
ボ

タ
ン
を
押
せ
ば
文
章
が
現
れ
て
本
が
出
来
る
わ

け
で
は
な
い
。
ひ
と
つ
の
作
品
が
完
成
す
る
ま

で
に
は
、
作
家
や
翻
訳
者
、
編
集
者
や
校
正
者

の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
、
つ
ま
り
「
手
作
業
」
が
必

要
で
あ
り
、
熟
練
の
技
が
欠
か
せ
な
い
。

同
様
に
、
明
快
な
論
文
を
書
く
に
も
「
手
作

業
」
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
簡
単
に
入
手
し
た
情
報
だ
け
で
は
、
読

み
手
の
心
に
響
く
文
章
を
書
く
こ
と
は
で
き
な

い
。
遠
回
り
に
思
え
て
も
、
毎
日
、
新
聞
─
─

で
き
れ
ば
紙
の
も
の
─
─
に
目
を
通
し
て
題
材

を
集
め
、
折
に
触
れ
古
今
東
西
の
名
作
を
読
ん

で
、
自
身
に
し
っ
か
り
と
落
と
し
込
む
。
そ
の

日
々
の
努
力
の
積
み
重
ね
が
物
を
言
う
。

小
泉
信
三
賞
を
受
賞
し
た
平
野
さ
ん
の
「
日

本
人
の
気
質
か
ら
考
え
る
『
絆
』
と
『
社
会
』」

は
、
小
学
生
時
代
の
実
体
験
か
ら
始
め
、「
絆
」

と
い
う
言
葉
が
持
つ
「
窮
屈
さ
」「
違
和
感
」

の
源
泉
を
解
き
起
こ
し
て
い
く
。「
集
団
」と「
個

人
」、「
欧
米
」
と
「
日
本
」
と
い
っ
た
対
立
軸

を
設
定
し
た
展
開
は
説
得
力
が
あ
り
、
高
校
生

と
は
思
え
な
い
文
章
力
と
構
成
力
に
は
舌
を
巻

い
た
。
権
力
・
体
制
批
判
に
と
ど
ま
ら
な
い
結

論
を
導
き
出
せ
れ
ば
さ
ら
に
よ
く
な
っ
た
。

次
席
と
な
っ
た
福
井
さ
ん
の
「
絶
望
を
希
望

に
変
え
る
知
」
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
渦
中
で

繰
り
返
し
議
論
さ
れ
て
き
た
「
命
を
取
る
か
、

経
済
を
取
る
か
」
の
二
極
論
こ
そ
が
分
断
と
二

極
化
を
生
ん
で
い
る
と
指
摘
し
、
第
三
の
選
択

肢
を
提
案
す
る
。
さ
ら
に
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の

経
験
が
「
幸
福
と
は
何
か
」
と
い
う
固
定
概
念

を
見
直
す
良
い
契
機
に
な
る
と
進
め
る
論
旨
は

明
快
だ
。
引
用
も
正
鵠
を
射
て
い
る
。

佳
作
入
選
作
、
加
藤
さ
ん
の
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
時
代

に『
言
論
の
自
由
』の
本
質
を
考
え
る
」は
、「
言

論
の
自
由
」
と
ど
う
付
き
合
う
か
と
い
う
動
機

の
提
示
か
ら
、
そ
の
意
味
の
歴
史
的
変
遷
ま
で

整
理
が
よ
く
で
き
て
い
る
。
そ
の
後
、
エ
ー
リ

ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
の
論
を
引
き
、「
か
ら
の
自
由
」

と
「
へ
の
自
由
」
の
違
い
を
説
明
し
、
さ
ら
に

積
極
的
自
由
の
必
要
性
へ
と
続
く
論
の
運
び
も

滑
ら
か
だ
。
惜
し
む
ら
く
は
結
論
に
積
極
的
自

由
実
現
へ
の
具
体
策
が
欲
し
か
っ
た
。

佐
々
木
さ
ん
の
「
私
は
あ
な
た
と
共
に
こ
こ

に
い
る
─
─
う
つ
病
社
会
と
『
ペ
ス
ト
』
の
連

帯
」
は
、
問
題
意
識
が
明
確
で
、
様
々
な
文
献

か
ら
知
見
を
集
め
、
論
理
的
に
展
開
し
て
い
る

点
に
感
心
し
た
。
現
在
の
社
会
に
生
き
る
学
生

と
し
て
、
自
分
の
立
ち
位
置
を
し
っ
か
り
と
持

ち
、
話
の
流
れ
に
ブ
レ
が
な
い
。
自
分
の
体
験

を
も
っ
と
盛
り
込
め
ば
、
よ
り
迫
力
が
増
し
た

で
あ
ろ
う
。

武
島
さ
ん
の
「『
言
論
の
自
由
』
の
行
使
を

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
考
え
る
」は
、「
言
論
の
自
由
」

に
つ
い
て
論
じ
る
な
か
で
、
普
段
の
生
活
で
自

分
が
感
じ
た
り
思
っ
た
り
し
た
こ
と
を
素
直
に

取
り
込
ん
で
お
り
説
得
力
が
あ
る
。
引
用
も
、

分
野
や
著
者
の
幅
が
広
く
、
多
く
の
文
献
に
あ

た
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
や
や
論
理
が
拡

散
し
て
し
ま
っ
た
感
は
あ
る
が
、
自
分
の
言
葉

で
し
っ
か
り
と
記
述
で
き
て
い
る
。

良
い
文
章
を
書
く
に
は
、
自
分
の
目
と
耳
で

確
か
め
、
咀
嚼
す
る
こ
と
が
肝
要
だ
。
け
っ
し

て
手
間
暇
を
惜
し
ん
で
は
い
け
な
い
。
さ
ら
に

欲
張
っ
た
注
文
だ
が
、
論
文
と
い
え
ど
も
文
学

の
要
素
を
取
り
入
れ
る
と
読
み
手
の
関
心
を
惹

き
、
深
み
と
説
得
力
が
増
す
だ
ろ
う
。

家
内
制
手
工
業早は

や

川か
わ

浩ひ
ろ
し
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