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本
稿
の
目
的
は
、
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
の
状
況
に
お
い
て
、
無
意
識
的
な
次
元
で

の
選
択
可
能
性
が
縮
減
さ
れ
る
中
で
、
実
際
に
倫
理
学
が
影
響
を
与
え
う
る
と
す

れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
道
筋
が
あ
り
う
る
の
か
を
示
す
こ
と
、
で
あ
る
。
与
え
ら
れ

た
課
題
は
漠
と
し
て
大
き
い
が
、
以
下
、
１
．「
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
の
状
況
」
に

つ
い
て
、
本
稿
の
文
脈
で
一
定
の
限
定
の
も
と
に
全
体
像
を
概
観
し
た
上
で
、２
．

そ
こ
で
の
「
倫
理
学
」
の
可
能
性
を
提
示
し
、
３
．
具
体
的
な
事
例
を
も
っ
て
問

う
こ
と
に
し
た
い
。

１
．「
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
」
に
お
け
る
欲
望
の
支
配

ま
ず
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
多
義
性
に
よ
る
議
論
の
拡
散
を

防
ぐ
た
め
、
本
稿
で
の
限
定
を
加
え
て
お
く
。「
メ
デ
ィ
ア
」
と
は
、
周
知
の
よ

う
に
、「
媒
体
」
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
のM

edium
 

の
複
数
形
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
び
と
が
関
係
が
す
る
も
の
一
般
が
含
ま
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。「
媒
体
」
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
は
、
人
び
と
の
関
係

を
超
越
的
に
規
定
す
る
も
の
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
。
例
え
ば
、言
語
は
そ
れ
自
身
、

人
び
と
の
関
係
を
媒
介
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
メ
デ
ィ
ア
と
い
い
う
る

が
、
言
語
が
法
と
し
て
働
く
場
面
で
は
、「
メ
デ
ィ
ア
」
よ
り
も
上
位
の
審
級
が

生
起
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
人
び
と
を
規
定
す
る
法
や
制
度
の
次
元

は
、
人
び
と
の
関
係
の
中
か
ら
立
ち
上
が
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
関
係
性
か
ら
独

立
し
て
機
能
す
る
こ
と
お
い
て
、「
メ
デ
ィ
ア
＝
媒
体
」
と
は
区
別
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
メ
デ
ィ
ア
と
は
、
少
な
く
と
も
理
屈
の
上
で
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の

発
信
者
と
受
信
者
の
間
の
権
利
的
な
同
等
性
を
前
提
に
し
た
概
念
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
同
じ
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
発
信
者
と
受
信
者
は
常
に

入
替
可
能
で
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
権
利
的
に
は
双
方
向
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
し
て

い
る
。
技
術
と
能
力
、
あ
る
い
は
制
度
的
な
特
権
性
に
よ
っ
て
、
特
定
の
発
信
者

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
強
度
が
高
め
ら
れ
、
ひ
と
つ
の
特
権
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
一
方

的
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、「
媒
体
」で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、

メ
デ
ィ
ア
は
、
発
信
者
と
受
信
者
の
権
利
的
な
同
等
性
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、「
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、

こ
の
特
徴
は
顕
著
で
あ
る
と
い
え
る
。「
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
考
え
ら
れ

る
の
は
、
例
え
ば
、
新
聞
、
論
説
、
小
説
、
Ｔ
Ｖ
、
映
画
、
漫
画
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
で
展
開
さ
れ
る
様
々
な
形
式
の
媒
体
（
掲
示
板
、
ブ
ロ
グ
、SN

S

、

tw
itter

、
等
々
）
な
ど
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
に
独
自
の
形
式
を
も
っ
て
お
り
、
ひ
と
括
り
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
「
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
」
に
共
通
し
た
特
徴
と
し
て
、
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
発
信
者
と
受
信
者
と
の
間
の
権
利
的
な
同
等
性
が
、
近
代
社
会
の
シ
ス
テ
ム

と
の
関
係
に
お
い
て
、
一
定
程
度
、
実
現
を
み
て
い
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
経
済
」
に
お
け
る
倫
理
学
の
可
能
性
：
具
体
的
な
実
践
例
に
即
し
て

荒

谷

大

輔
　

二
〇
一
四
年
一
一
月
三
十
日
受
付 　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊
江
戸
川
大
学 

人
間
心
理
学
科
准
教
授　

哲
学
、
倫
理
学

（１）
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こ
こ
で
の
主
題
的
な
考
察
か
ら
は
外
れ
る
も
の
の
、
民
主
主
義
と
呼
ば
れ
る
シ
ス

テ
ム
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
伝
達
の
非
対
称
性
を
解
消
す
る
も
の
と
し
て
機
能

し
よ
う
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
う
し
て
、「
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
」
に
お
い
て
、
発

信
者
と
受
信
者
の
間
の
権
利
的
な
同
等
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
達

さ
れ
る
べ
き
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
価
値
判
断
が
問
題
と
な
る
。
メ
デ
ィ
ア
の

外
部
に
価
値
判
断
の
基
準
を
設
定
し
、
超
越
的
な
次
元
か
ら
特
定
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

に
つ
い
て
の
強
度
が
保
証
さ
れ
る
構
造
を
離
れ
た
「
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
」
は
、
メ

デ
ィ
ア
の
内
部
に
お
け
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
や
り
取
り
の
中
か
ら
「
伝
達
さ
れ
る
べ

き
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
他
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
に
比
べ
て
強
い
伝
播
力
を
持
つ
の
は
、
外
的
な
基
準
に
照
ら
し
た
価
値
を
も
つ

か
ら
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
が
「
媒
体
」
と
し
て
よ
り
広
範
な
人

び
と
の
関
係
を
規
定
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
発
信
者
が
自
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の

伝
播
力
を
強
め
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、
特
定
の
価
値
基
準
に
準
拠
し
た
価
値

を
も
つ
こ
と
以
上
に
、
実
際
に
媒
体
と
し
て
人
び
と
の
関
係
を
規
定
す
る
範
囲
を

広
げ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
発
信
者
は
、
受
信
者
の
欲
望
の
鏡
と
な
り
、
受
信

者
の
欲
望
へ
訴
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
価
値
を
高

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
き
な
伝
播
力
に
よ
っ
て
人
び
と
の
関
係
に
作
用
す
る
メ

ッ
セ
ー
ジ
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
伝
達
さ
れ
る
べ
き
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

と
な
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
訴
求
力
の
高
さ
を
基
準
と
し
て
メ
ッ

セ
ー
ジ
の
価
値
を
は
か
る
こ
と
に
お
い
て
、
発
信
者
と
受
信
者
の
間
の
権
利
的
な

同
等
性
を
実
現
し
て
い
る
の
だ
。

「
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
」
に
お
け
る
、
人
び
と
の
欲
望
に
準
拠
し
た
内
在
的
な
価

値
基
準
の
設
定
は
、「
独
断
的
」
な
価
値
基
準
を
外
的
に
規
定
す
る
危
険
か
ら
人

び
と
を
救
う
一
方
で
、
極
め
て
逆
説
的
な
か
た
ち
で
、
人
び
と
の
欲
望
を
支
配
す

る
契
機
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
訴
求
力
の
高
さ
が
そ
の
ま
ま
価
値

と
見
な
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
、
価
値
の
高
さ
が
訴
求
力
を
高
め
る
と
い
う

正
の
因
果
関
係
が
逆
転
し
、
訴
求
力
の
高
さ
が
価
値
と
見
な
さ
れ
る
現
象
が
生
起

す
る
か
ら
で
あ
る
。「
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
」に
お
い
て
は
、内
容
に
か
か
わ
ら
ず「
マ

ス
」
で
あ
る
こ
と
が
情
報
の
信
頼
性
を
担
保
し
、
そ
の
内
容
に
関
わ
ら
ず
人
び
と

の
耳
目
を
集
め
る
こ
と
が
、
自
ら
の
発
言
力
を
高
め
る
重
要
な
契
機
と
な
る
。
ひ

と
た
び
価
値
づ
け
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
そ
う
し
て
、
ま
さ
に
人
び
と
の
関
係

を
規
定
す
る
媒
体
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。「
鏡
」
と
し
て
人
び
と
の
欲

望
の
似
姿
を
映
し
出
す
メ
デ
ィ
ア
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
び
と
の

欲
望
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
利
潤
を
も
と
め
て
動
く
人
の
欲
望
の
動
き
は
、「
投
票

者
が
百
枚
の
写
真
の
中
か
ら
最
も
容
貌
の
美
し
い
六
人
を
選
択
し
、
そ
の
選
択
が

投
票
者
全
体
の
平
均
的
な
好
み
に
最
も
近
か
っ
た
者
に
賞
品
が
与
え
ら
れ
る
新
聞

投
票
に
見
立
て
ら
れ
る
」（２
）
と
い
わ
れ
る
。
投
票
者
は
、
そ
こ
で
、
価
値
が
あ
る

も
の
は
何
か
と
い
う
問
い
に
際
し
て
、
集
計
後
の
上
位
と
自
分
の
選
択
が
合
致
す

る
こ
と
で
、
利
益
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
利
潤

発
生
の
構
造
を
示
し
た
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
例
だ
と
い
え
る
。
投
資
に
お
い

て
は
、
人
び
と
の
人
気
を
集
め
、
値
が
上
が
り
そ
う
な
も
の
に
賭
け
る
こ
と
が
重

要
で
あ
り
、「
人
気
を
集
め
そ
う
な
こ
と
」
自
体
が
人
の
欲
望
の
対
象
と
な
る
。

鏡
に
映
し
出
さ
れ
た
人
び
と
の
欲
望
の
対
象
が
、
実
際
に
人
び
と
の
欲
望
の
対
象

に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
投
票
者
の
欲
望
が
、
自
分
自
身
が
固
有
に
も
っ
て
い
た

だ
ろ
う
価
値
の
基
準
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
集
計
後
の
結
果
を
見
越
し
た
一
般
性

を
基
準
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
投
票
者
が
「
利
益
」
を
得
る
た
め
に
は
、
自
分

自
身
の
う
ち
に
も
っ
て
い
た
は
ず
の
欲
望
を
括
弧
に
入
れ
、「
平
均
的
美
人
」
を

欲
望
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
こ
で
価
値
づ
け
ら
れ
る
「
美
人
」
は
、
あ
る

い
は
実
際
に
は
誰
の
欲
望
に
も
即
し
て
い
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
人
び
と
は

し
か
し
、
経
済
の
ゲ
ー
ム
の
中
で
、
互
い
の
欲
望
を
読
み
合
う
過
程
で
析
出
さ
れ

る
平
均
的
欲
望
を
自
ら
の
欲
望
と
し
、
そ
の
価
値
基
準
に
し
た
が
っ
て
自
ら
の
行

為
を
決
定
す
る
よ
う
促
さ
れ
る
。
一
般
性
の
次
元
に
お
い
て
仮
構
さ
れ
る
価
値
に
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準
拠
す
る
こ
と
で
「
利
益
」
が
得
ら
れ
る
構
造
の
中
で
人
び
と
は
、
自
ら
に
固
有

に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
欲
望
を
書
き
換
え
、
よ
り
一
般
性
の
高
い
も
の
を
欲
望

す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
人
び
と
の
欲
望
自
体
が
一
般
性
を
鏡
と
し
て
構
造
化
さ
れ
る
こ
と

を
経
済
の
原
理
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
人
び
と
の
価
値

判
断
は
、ま
さ
に
経
済
原
理
を
も
と
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

発
信
者
も
受
信
者
も
、
と
も
に
高
い
訴
求
力
を
も
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
価
値
と
見

な
す
構
造
の
な
か
で
は
、
人
び
と
が
何
を
欲
望
す
る
か
と
い
う
基
本
的
な
次
元
に

お
い
て
、メ
デ
ィ
ア
の
影
響
を
強
く
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
の
状
況
」
を
ひ
と
こ
と
で
い
う
と
す
れ
ば
、
上
の
よ
う
な
経

済
の
原
理
に
基
づ
い
て
、
人
び
と
の
欲
望
が
互
い
に
互
い
を
支
配
す
る
構
造
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
は
、
そ
の
形
式
は

様
々
で
あ
り
う
る
が
、
人
び
と
の
欲
望
を
経
済
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
規
定
す
る

特
徴
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

２
．
倫
理
学
の
可
能
性

さ
て
、「
現
状
の
メ
デ
ィ
ア
の
状
況
」
が
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ

こ
で
倫
理
学
が
実
際
に
影
響
力
を
も
つ
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

考
え
う
る
選
択
肢
は
二
つ
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ひ
と
つ
は
、
倫
理
学
自
体
を
経
済
原
理
に
準
拠
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
倫
理
学

の
訴
求
力
を
高
め
、「
人
び
と
の
必
要
」
に
強
く
訴
え
る
こ
と
で
、
倫
理
学
の
「
価

値
」
を
高
め
よ
う
と
す
る
道
で
あ
る
。
実
際
そ
れ
は
、
現
在
の
政
治
的
な
状
況
に

お
い
て
、
倫
理
学
が
、
大
学
の
内
外
を
問
わ
ず
要
求
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
で
も

あ
る
だ
ろ
う
。「
倫
理
学
が
何
に
役
に
立
つ
の
か
」。
そ
の
よ
う
な
問
い
に
よ
っ
て

求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
倫
理
学
も
ま
た
、
経
済
原
理
に
準
拠
し
た
「
価
値
」
を

持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
倫
理
学
に
も
、
そ
の
要
求
に
応
え
る
動
き
が
出
て
き
て
久
し
い
と
い
っ

て
よ
い
。「
応
用
倫
理
学
」
と
い
う
分
野
の
成
立
自
体
が
、
幾
分
か
は
こ
う
し
た

社
会
的
な
要
求
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
い
え
る
し
、
本
稿
執
筆
の
契
機
と
な

っ
た
昨
年
度
日
本
倫
理
学
会
の
共
通
課
題
の
に
お
け
る
奥
田
太
郎
氏
の
堤
題
も
ま

た
、
積
極
的
に
そ
の
役
割
を
担
お
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
倫
理
学
の
方
向
は
、
学
問
の
根
本
に
お
い
て
、
決

定
的
な
質
の
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

訴
求
力
の
高
さ
が
価
値
と
み
な
さ
れ
る
構
造
に
倫
理
学
が
準
拠
す
る
こ
と
で
、
倫

理
学
者
の
欲
望
自
体
が
経
済
の
原
理
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
価
値
に
よ
っ
て
訴
求
力
が
規
定
さ
れ
る
よ
り
以
上
に
、
訴
求
力
に
よ
っ
て

価
値
が
決
ま
る
構
造
の
中
で
は
、
倫
理
学
者
の
欲
望
も
ま
た
、
単
に
外
的
な
要
求

に
応
じ
て
出
力
の
形
式
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
よ
り
以
上
の
根
本
的
な
構
造
化
を

被
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

そ
れ
ゆ
え
も
う
ひ
と
つ
、
倫
理
学
が
採
り
う
る
方
法
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
、
経
済
原
理
が
浸
透
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
状
況
を
相
対
化
し
、
そ
の
機
能
を
批
判

的
に
語
る
学
問
と
し
て
、
倫
理
学
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
過
去
の

テ
ク
ス
ト
の
リ
ソ
ー
ス
を
用
い
、
現
行
の
シ
ス
テ
ム
に
還
元
さ
れ
な
い
知
を
機
能

さ
せ
て
、
あ
り
う
べ
き
人
び
と
の
関
係
を
語
る
こ
と
が
、
倫
理
学
の
本
来
の
あ
り

方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
そ
う
し
た
倫
理
学
的
研
究
が
、
現
行
の
経
済
と
無
関
係
に
成
立
す
る
も

の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
倫
理
学
が
現
行
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
距

離
を
と
り
、
過
去
の
テ
ク
ス
ト
と
の
対
話
に
お
い
て
、
そ
れ
を
批
判
的
に
語
る
と

し
て
も
、
そ
の
批
判
的
な
立
ち
位
置
は
、
現
行
の
経
済
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
、

意
味
を
持
ち
う
る
。「
役
に
立
た
な
い
か
ら
こ
そ
意
味
が
あ
る
」
と
い
う
批
判
性

の
矜
持
は
、
過
去
の
遺
産
に
胡
坐
を
か
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
現
行
の
欲

望
の
支
配
の
構
造
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
正
当
性
を
保
ち
う
る
も
の
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
現
在
の
メ
デ
ィ
ア
の
状
況
に
お
い
て
、
倫
理
学
が
実
際
に
影
響
力

を
持
ち
う
る
た
め
に
は
、
単
に
批
判
的
に
距
離
を
と
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
積
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極
的
に
人
び
と
の
欲
望
に
関
係
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た

倫
理
学
の
積
極
的
な
介
入
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
反
省
を
踏
ま
え
た
慎
重
論
も
あ

り
う
る
だ
ろ
う
。
倫
理
学
が
、
何
ら
か
の
し
か
た
で
「
規
範
」
を
示
し
、
そ
れ
に

準
じ
て
人
び
と
の
行
為
を
規
定
し
て
い
く
こ
と
は
、「
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
」
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
発
信
者
と
受
信
者
の
間
の
権
利
的
な
同
等
性
を
犯
す
暴
力
的

な
所
作
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
過
去
の
テ
ク
ス
ト
へ
通
じ
る
特
権
的
な
立

場
か
ら
、
メ
デ
ィ
ア
の
外
部
に
超
越
的
な
か
た
ち
で
「
規
範
」
を
示
す
こ
と
は
、

非
対
称
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達
の
構
造
を
も
つ
こ
と
に
お
い
て
、
暴
力
的
な
作

用
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
何
ら
か
の
実
定
的
な
規
範
を
上
段
か
ら
振
り
か
ざ
す
こ
と
だ
け
が
、
倫

理
学
の
可
能
性
な
の
で
は
な
い
。
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
実
現
し
て
い
る
発

信
者
と
受
信
者
の
権
利
的
な
同
等
性
を
反
故
に
す
る
こ
と
だ
け
が
、「
現
代
の
メ

デ
ィ
ア
の
状
況
」
を
批
判
的
に
語
る
可
能
性
を
尽
く
す
わ
け
で
は
な
い
。
人
び
と

の
欲
望
が
経
済
の
原
理
へ
と
統
合
さ
れ
る
構
造
を
切
り
分
け
、
別
様
な
構
造
化
の

可
能
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
倫
理
学
の
可
能
性
と
な
り
う
る

と
思
わ
れ
る
。

実
際
、
経
済
の
原
理
へ
と
統
合
さ
れ
る
欲
望
の
あ
り
方
は
、
人
び
と
に
著
し
い

「
不
自
由
」
を
課
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
自
ら
の
固
有
な
欲
望
か
ら
離
れ
、

メ
デ
ィ
ア
の
鏡
に
映
し
出
さ
れ
た
も
の
を
欲
望
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
る
経
済
の

構
造
は
、
人
び
と
の
多
様
な
欲
望
に
準
拠
し
て
い
る
と
い
う
建
前
の
上
に
、
欲
望

さ
れ
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
の
規
範
を
創
出
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る（
３
）。
各
人
の
欲
望
は
、
同
じ
ひ
と
つ
の
経
済
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
で
、

非
対
称
的
な
形
式
の
適
用
を
被
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
構
造
的
な
欲
望
の
「
不
自
由
」
に
際
し
て
、
別
様
な
関
係
性
の
あ
り

方
を
提
案
す
る
こ
と
は
、
単
に
倫
理
学
が
生
き
延
び
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
以
上

に
、
倫
理
学
の
責
務
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
以
下
、「
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
の

状
況
」
に
お
け
る
倫
理
学
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
探
る
こ
と
で
、
倫
理
学
の
応
答

可
能
性
の
ひ
と
つ
を
示
し
た
い
。

３
．
倫
理
へ
の
欲
望
：
リ
ト
ル
ネ
ロ
・
フ
ァ
ク
ト
リ
ー

人
び
と
の
欲
望
を
経
済
原
理
へ
の
統
合
か
ら
引
き
離
し
、
別
様
な
関
係
性
へ
と

開
い
て
い
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。「
別
様
な
可
能
性
」
と
し
て
あ
り
う
る

構
造
の
理
論
的
な
考
察
に
つ
い
て
は
、
別
に
詳
し
く
展
開
し
た
た
め
、
こ
こ
で
は

立
ち
入
ら
な
い（
４
）。
人
び
と
の
欲
望
の
構
造
化
は
、
す
ぐ
れ
て
精
神
分
析
的
な

問
題
と
い
え
る
が
、
そ
の
道
具
立
て
を
用
い
る
こ
と
で
、
一
定
程
度
の
「
別
様
な

構
造
化
」
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
理
論
的
な
可
能
性
を
示
し
た
だ
け
で
は
、
実
際
に
現
代
の

メ
デ
ィ
ア
の
状
況
に
お
い
て
、
倫
理
学
が
影
響
力
を
も
ち
う
る
道
筋
を
示
し
た
こ

と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
理
論
的
な
構
造
の
実

践
可
能
性
に
つ
い
て
、
筆
者
を
含
め
た
周
辺
の
研
究
者
／
実
践
者
に
よ
っ
て
進
め

ら
れ
て
い
る
具
体
的
な
事
例
を
も
と
に
問
題
を
考
察
し
て
み
た
い
。

本
の
物
質
性

現
在
、
特
定
非
営
利
法
人
を
申
請
し
て
い
る
「
リ
ト
ル
ネ
ロ
・
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
」

と
い
う
団
体
で
は
、
経
済
の
原
理
に
統
合
さ
れ
る
人
び
と
の
欲
望
を
、
別
様
な
か

た
ち
で
繋
げ
て
い
く
様
々
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、そ
の
試
み
の
ひ
と
つ
に
、

買
い
取
り
に
出
さ
れ
る
古
本
に
、
元
所
有
者
の
情
報
が
記
載
さ
れ
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
へ
の
リ
ン
ク
を
貼
り
付
け
る
「
古
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

「
本
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
、
人
び
と
の
「
倫
理
へ
の
欲
望
」
を
喚
起
す

る
構
造
を
、
現
行
経
済
の
中
に
接
ぎ
木
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

所
有
者
の
死
、
あ
る
い
は
特
別
な
事
情
に
よ
っ
て
手
放
さ
れ
た
蔵
書
は
、
た
い

て
い
の
場
合
、
古
本
業
者
に
引
き
取
ら
れ
て
、
元
所
有
者
の
記
憶
を
消
去
さ
れ
た

か
た
ち
で
再
び
市
場
に
流
通
す
る
か
、
古
紙
へ
と
還
元
さ
れ
る
。
本
は
、
ひ
と
つ

の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
ま
ず
は
形
式
的
に
、
人
び
と
の
欲
望
へ
訴
え
る
機
能
を
果

た
し
う
る
が
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達
と
い
う
観
点
で
考
え
る
な
ら
ば
、
本
の
物
質

04_荒谷.indd   18 15.2.26   6:55:12 PM



「経済」における倫理学の可能性：具体的な実践例に即して19

性
は
、
流
通
の
速
度
に
対
す
る
重
い
足
か
せ
と
し
て
し
か
機
能
し
な
い
。
メ
ッ
セ

ー
ジ
内
容
の
伝
達
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
様
々
な
形
式
に
お
い
て
発
達
し
た
電
子

メ
デ
ィ
ア
に
比
べ
て
、「
本
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
、
物
質
的
な
も
の
に
強
く
規

定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
劣
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
本
の
物
質
性
は
、
時
間
的
空
間
的
な
限
定
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
あ
る
種
の
固
有
性
を
際
立
た
せ
る
も
の
と
し
て
機
能
し
う
る
。
最
近
の
研

究
に
よ
れ
ば
、
紙
を
媒
体
と
し
た
小
説
の
読
書
体
験
は
、
電
子
書
籍
リ
ー
ダ
ー
の

そ
れ
と
比
べ
て
、
物
語
プ
ロ
ッ
ト
の
再
現
率
に
お
い
て
著
し
く
高
い
数
値
を
示
す

と
さ
れ
る（
５
）
が
、
そ
れ
は
、
本
の
物
質
性
に
よ
る
特
質
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
物

語
の
進
行
に
合
わ
せ
て
紙
を
め
く
っ
て
い
く
と
い
う
作
業
が
一
種
の
感
覚
的
な
補

助
」
と
な
り
、
時
間
的
空
間
的
に
局
所
化
さ
れ
た
体
験
を
、
は
っ
き
り
と
手
触
り

の
あ
る
経
験
と
し
て
刻
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

本
の
物
質
性
は
、
こ
う
し
た
「
読
む
こ
と
」
に
お
け
る
経
験
の
「
現
実
性
」
を

担
保
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
本
の
存
在
自
体
を
基
礎
づ
け
て
も
い
る
。
本
は
、
印

刷
技
術
に
よ
っ
て
「
同
じ
内
容
」
を
複
数
化
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
物
質
性
に
お

い
て
、
個
別
の
存
在
を
も
つ
。
時
間
的
空
間
的
に
限
定
さ
れ
た
存
在
と
し
て
の
本

は
、
他
の
複
製
物
と
「
同
じ
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
固
有
の
「
現
実
性
」
を

も
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

古
本
の
流
通
で
歴
代
の
所
有
者
の
情
報
を
登
録
す
る
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
本
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
来
歴
を
刻
む
こ
と
で
、
個
別
の
本
の
特
異
性
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
効
果
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴

史
に
お
い
て
読
み
継
が
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
本
に
固
有
の
「
現
実
性
」
を
呈
示
す

る
の
で
あ
る
。
読
書
の
経
験
は
、
そ
こ
で
、
単
に
ひ
と
り
の
読
み
手
の
主
観
的
な

意
識
の
中
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
他
の
読
者
の
経
験
の
積
み
重
ね
を
背
景

に
立
ち
上
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
経
験
さ
れ
る
「
現
実
性
」
は
、
歴
史

の
中
で
積
み
重
ね
ら
れ
た
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
受
け
取
ら
れ
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
強
度
を
つ
よ
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。「
本
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
介

し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達
は
、
そ
こ
で
、
経
済
原
理
に
即
し
た
訴
求
力
に
よ
る
価

値
尺
度
と
は
異
な
る
次
元
の
「
価
値
」
を
呈
示
す
る
可
能
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る

の
だ
。

倫
理
へ
の
欲
望
　

本
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
、
特
権
的
な
発
信
者
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
す
る
こ
と
な

く
、
誰
も
が
潜
在
的
な
発
信
者
で
あ
り
、
潜
在
的
な
受
信
者
で
あ
り
う
る
場
を
提

供
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
、
発
信
者
と
受
信
者
の
間
の
権
利
的
な
同

等
性
は
確
保
さ
れ
、
特
定
の
超
越
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
メ
デ
ィ
ア
の
外
部
に
措
定

さ
れ
る
こ
と
は
前
提
に
さ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
固
有
の
来
歴
を
刻
ま
れ
、

他
者
の
経
験
を
縮
約
し
た
「
現
実
性
」
を
開
示
し
う
る
本
は
、
発
信
者
と
受
信
者

の
間
の
権
利
的
な
同
等
性
の
た
だ
な
か
に
お
い
て
、
固
有
の
非
対
称
を
生
起
さ
せ

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
他
と
の
比
較
に
お
い
て
発
生
す
る
相
対
的
な
判
断
基
準

と
は
異
な
る
、
ひ
と
つ
の
絶
対
的
な
立
脚
点
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
般
性
を
基

準
と
し
た
欲
望
の
支
配
的
な
統
制
か
ら
自
由
な
「
価
値
」
の
判
断
が
可
能
と
な
る

の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
価
値
の
絶
対
化
は
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
価
値
の
絶
対
化
は
、
し
か

し
、
メ
デ
ィ
ア
の
外
部
に
特
権
的
な
参
照
項
を
制
度
的
に
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
実
現
す
る
の
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
受
信
者
の
側
の
「
倫
理
」（
６
）

に
お
い
て
生
起
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
特
定
の
「
本
」
を
「
読
ま
れ
る

べ
き
も
の
」
と
し
て
制
度
的
に
措
定
す
る
の
で
は
な
く
、「
本
」
と
い
う
メ
デ
ィ

ア
の
形
式
の
中
に
、
絶
対
的
な
非
対
称
が
立
ち
上
る
構
造
を
組
み
入
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
外
部
的
な
権
力
と
は
無
関
係
に
、
内
在
的
な
仕
方
で
「
倫
理
」
に
基
づ

い
た
人
び
と
の
価
値
判
断
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
般
性
を
基
準

に
欲
望
が
統
制
さ
れ
る
現
代
の
社
会
に
お
い
て
は
、ひ
と
つ
の
「
解
放
」
で
あ
り
、

人
び
と
の
「
倫
理
」
へ
と
向
け
ら
れ
た
欲
望
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し

う
る
。
経
済
原
理
に
準
拠
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
構
造
に
お
い
て
は
強
く
抑
圧
さ
れ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
人
び
と
の
倫
理
へ
の
欲
望
を
解
放
す
る
こ
と
で
、
同
様
に
経
済

原
理
を
押
し
付
け
ら
れ
る
倫
理
学
の
可
能
性
が
新
た
に
与
え
直
さ
れ
る
と
思
わ
れ
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「経済」における倫理学の可能性：具体的な実践例に即して 20

る
の
で
あ
る
。

註
（
１
）　

本
稿
は
、
平
成
26
年
10
月
３
日
開
か
れ
た
日
本
倫
理
学
会
第
65
回
大
会
に
お
け
る
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
「
倫
理
学
は
い
か
に
し
て
人
々
の
心
に
響
き
う
る
か
」
の
提
題
の
ひ
と
つ
と
し

て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）　J.M

.K
eynes, T

he G
eneral T

heory of E
m

ploym
ent Interest and M

oney, 

London: M
acm

illan,1951, p.156

（
３
）　

こ
の
論
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、拙
著
『「
経
済
」
の
哲
学
』
せ
り
か
書
房
（
２
０
１
３
）、

一
一
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
４
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
一
六
一
頁
以
下
を
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
５
）　M

angen, A
.et al. (2014). M

ystery story reading
in pocket print book 

and
on K

indle: possible im
pacton chronological events m

em
ory. Conference 

paper presentation, IG
E

L ( T
he International Society for the E

m
pirical 

Study
of Literature and M

edia ), T
urin, Italy July 21-25

（
６
）　
「
倫
理
」
と
い
う
概
念
は
、
こ
こ
で
は
暫
定
的
に
、
精
神
分
析
家
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の

定
義
、
す
な
わ
ち
、「
現
実
的
な
も
の
へ
と
対
峙
し
続
け
る
こ
と
」
を
参
照
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。
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