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犬
走
椛
（
以
下
、
椛
）：
さ
て
、
お
二
人
と
も
、
覚
悟
は
よ
ろ
し
い
で
す
ね
？

射
命
丸
文
（
以
下
、
文
）：
う
ー
ん
…
い
く
ら
大
天
狗
様
の
指
示
と
は
い
え
、
幻
想
郷
中
で
一
、二
の
人
気
を
争
う
『
文
々
。
新
聞
』
の
発
行
者
た
る
あ
た
し
が
、
何
で
わ
ざ
わ

ざ
椛
の
研
修
な
ん
か
受
け
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ん
だ
か
…
。

椛
：
そ
の
あ
た
り
は
説
明
し
ま
し
た
よ
ね
。
文
さ
ん
の
最
近
の
記
事
は
読
者
受
け
を
狙
う
余
り
不
要
な
扇
動
を
行
う
こ
と
が
最
近
多
く
な
っ
て
き
た
、
と
大
天
狗
様
が
仰
っ
て

ま
し
た
よ
。

姫
海
棠
は
た
て
（
以
下
、
は
た
て
）：
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
よ
。
そ
れ
じ
ゃ
文
だ
け
研
修
を
受
け
れ
ば
い
い
ん
で
あ
っ
て
、
あ
た
し
は
完
全
に
巻
き
添
え
じ
ゃ
ん
。

は
じ
め
に

注
意

1. 

本
書
は
、
同
人
サ
ー
ク
ル
「
上
海
ア
リ
ス
幻
樂
団
」
の
作
品
「
東
方
Ｐ
ｒ
ｏ
ｊ
ｅ
ｃ
ｔ
」
の
二
次
創
作
作
品
で
す
。
本
書
は
東
方
Ｐ

ｒ
ｏ
ｊ
ｅ
ｃ
ｔ
の
二
次
創
作
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
著
者
と
原
作
作
者
及
び
作
者
の
サ
ー

ク
ル
と
は
一
切
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
ほ
か
、
登
場
人
物
の
口
調
な
ど
が
原
作
と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

2. 
本
書
を
著
作
権
法
の
定
め
る
私
的
使
用
の
範
囲
外
で
公
開
な
ど
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
ま
す
。
ま
た
、
本
書
の
使
用
に
よ
り
生
じ
た
問

題
に
つ
い
て
の
責
任
は
負
い
か
ね
ま
す
。
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狗
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椛
：
は
た
て
さ
ん
は
最
近
に
な
っ
て
新
聞
の
部
数
が
上
が
っ
て
き
て
、
情
報
源
と
し
て
も
一
定
の
信
頼
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
、
一
緒
に
研
修
を
受
け
る
と
い
い
の
で
は
、

と
思
っ
て
誘
っ
て
み
ま
し
た
。
大
天
狗
様
か
ら
の
提
案
で
す
が
、
た
だ
そ
の
判
断
は
私
に
委
ね
る
、
っ
て
仰
っ
て
た
ん
で
す
が
、
将
来
文
さ
ん
や
他
の
新
聞
と
張
り
合
う
立

場
に
な
る
と
も
思
っ
た
の
で
誘
っ
た
次
第
で
す
。

文
：
ほ
う
、
つ
ま
り
椛
は
い
ろ
い
ろ
不
満
と
か
あ
る
け
ど
、
あ
た
し
の
新
聞
の
実
力
は
認
め
て
る
っ
て
こ
と
じ
ゃ
な
い
。

椛
：
か
ら
か
う
の
も
い
い
加
減
に
し
て
く
だ
さ
い
。
と
に
か
く
、
趣
旨
は
魔
理
沙
さ
ん
よ
り
説
明
し
て
も
ら
い
ま
す
。

霧
雨
魔
理
沙
（
以
下
、
魔
理
沙
）：
よ
う
こ
そ
稗
田
邸
へ
。
こ
の
た
び
椛
か
ら
研
修
企
画
の
相
談
を
受
け
た
霧
雨
魔
理
沙
だ
。

文
：
知
っ
て
ま
す
。

は
た
て
：
知
っ
て
る
。

魔
理
沙
：
い
き
な
り
そ
う
い
う
物
言
い
は
や
め
ろ
。
閑
話
休
題
、
お
前
た
ち
に
は
こ
れ
か
ら
メ
デ
ィ
ア
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
に
つ
い
て
学
ん
で
も
ら
う
。
世
の
中

に
は
い
ろ
い
ろ
な
「
メ
デ
ィ
ア
論
」
や
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
」
が
出
回
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
自
ら
の
生
育
歴
や
メ
デ
ィ
ア
接
触
歴
、
な
い
し
社
会
に
対

す
る
思
想
な
ど
を
絶
対
視
し
、「
古
い
」「
遅
れ
た
」
も
の
や
逆
に
「
新
し
い
」
も
の
を
排
撃
す
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
認
識
で
は
メ
デ
ィ
ア
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
で
き
る
だ
け
「
正
し
い
」
姿
を
掴
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
な
。
そ
こ
で
こ
の
研
修
で
は
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
古
典
的
な
理
論
や
、
現
代
の
日
本
に
お
け
る
研

究
を
通
じ
て
、
社
会
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
と
は
何
か
を
考
え
る
上
で
の
正
し
い
視
座
を
養
っ
て
も
ら
う
。

文
：
し
っ
か
し
、
そ
ん
な
大
仰
な
テ
ー
マ
、
魔
理
沙
さ
ん
に
扱
え
る
ん
で
す
か
ね
ぇ
。

魔
理
沙
：
安
心
し
ろ
。
ど
う
せ
お
前
は
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
と
思
っ
た
か
ら
ち
ゃ
ん
と
講
師
を
用
意
し
て
き
て
や
っ
た
ぜ
。
感
謝
す
る
ん
だ
な
。
…
と
い
う
わ
け
で
、
入
っ
て

き
て
い
い
ぞ
。

稗
田
阿
求
（
以
下
、
阿
求
）：
失
礼
し
ま
ー
す
。

古
明
地
さ
と
り
（
以
下
、
さ
と
り
）：
失
礼
し
ま
す
。

文
：
う
お
、
な
ん
で
こ
こ
ま
で
あ
た
し
が
苦
手
な
人
た
ち
ば
っ
か
り
そ
ろ
え
る
か
な
ぁ
…
。

魔
理
沙
：
こ
こ
ま
で
し
な
い
限
り
ど
う
せ
お
前
は
真
面
目
に
研
修
と
か
受
け
ん
だ
ろ
。

さ
と
り
：
何
か
ご
不
満
で
も
？

文
：
い
や
、
別
に
な
い
っ
す
、
は
は
は
…
。

椛
：
役
者
は
揃
い
ま
し
た
ね
。
そ
れ
じ
ゃ
、
私
も
研
修
の
生
徒
に
加
わ
り
ま
す
ね
。

は
た
て
：
え
、
あ
ん
た
も
研
修
を
受
け
る
の
？

椛
：
え
え
。
私
も
文
さ
ん
た
ち
の
監
視
役
と
し
て
、
理
論
的
な
も
の
も
ち
ゃ
ん
と
学
び
た
い
と
思
っ
て
ま
す
ん
で
。

文
：
あ
ー
…
、
も
し
か
し
て
こ
れ
っ
て
、
あ
た
し
は
椛
に
完
全
に
な
め
ら
れ
て
る
、
っ
て
認
識
で
い
い
の
か
し
ら
…
。

阿
求
：
あ
は
は
。
そ
れ
じ
ゃ
魔
理
沙
さ
ん
、
読
者
の
方
々
に
向
け
て
挨
拶
も
お
願
い
し
ま
す
ね
。

魔
理
沙
：
お
、
そ
う
だ
な
。
…
と
い
う
わ
け
で
、
こ
の
た
び
は
「
後
藤
和
智
事
務
所
Ｏ
ｆ
ｆ
Ｌ
ｉ
ｎ
ｅ
」
44
冊
目
の
同
人
誌
を
手
に
取
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
人
文
・
社
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会
系
の
解
説
書
と
し
て
は
『
古
明
地
さ
と
り
の
自
己
形
成
論
講
義
―
―
市
民
の
た
め
の
「
自
己
」
を
め
ぐ
る
社
会
科
学
講
座
』（
２
０
１
３
年
／
第
10
回
博
麗
神
社
例
大
祭
）、

『
香
霖
堂
の
社
会
思
想
ゼ
ミ
―
―
市
民
の
た
め
の
「
社
会
」
を
め
ぐ
る
思
想
講
座
』（
２
０
１
４
年
／
第
８
回
東
方
名
華
祭
・
幻
想
郷
フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
１
４
）
に
続
い
て
３

冊
目
と
な
る
か
な
。
コ
ン
セ
プ
ト
に
つ
い
て
は
既
に
こ
こ
の
天
狗
の
連
中
に
説
明
し
た
か
ら
再
び
言
う
こ
と
は
し
な
い
が
、
メ
デ
ィ
ア
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
あ
と
サ

ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
な
ん
か
は
、
教
育
と
並
ん
で
、
自
ら
の
経
験
を
絶
対
視
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
「
論
評
」
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
認
識
を
狭
め
て
し
ま

う
、
と
い
う
こ
と
が
商
業
誌
な
ど
に
お
い
て
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
だ
か
ら
読
者
の
皆
様
に
も
、
阿
求
や
さ
と
り
の
講
義
、
そ
し
て
天
狗
の
連
中
と
の
や
り
と
り
な
ど
を
参
考

に
し
つ
つ
、
考
え
る
足
取
り
を
掴
ん
で
ほ
し
い
。

阿
求
：
本
書
の
版
元
サ
ー
ク
ル
の
、
社
会
学
系
の
過
去
作
で
あ
る
『
自
己
形
成
論
講
義
』
や
『
社
会
思
想
ゼ
ミ
』
も
、
自
分
の
「
見
方
」
ば
か
り
が
優
先
し
て
理
論
的
、
専
門

的
枠
組
み
を
著
し
く
欠
い
て
い
る
と
い
う
現
状
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
、
本
書
も
そ
の
流
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

魔
理
沙
：
本
書
で
は
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
も
の
を
そ
れ
な
り
に
広
範
囲
に
捉
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
新
聞
な
ど
の
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
、
種
々
の
情
報
技
術
は

も
と
よ
り
、
人
々
の
直
接
的
な
つ
な
が
り
や
、
都
市
な
ど
と
い
っ
た
も
の
も
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
捉
え
う
る
ぜ
。

阿
求
：
そ
も
そ
も
「
メ
デ
ィ
ア
」（
ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ａ
）
と
い
う
言
葉
そ
れ
自
体
が
、「
媒
体
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

魔
理
沙
：
正
確
に
言
う
と
、
ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ａ
と
い
う
言
葉
は
ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ｕ
ｍ
（
媒
体
・
中
間
）
の
複
数
形
だ
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
観
点
の
メ
デ
ィ
ア
論
の
枠
組
み
は
、
身
体
論
ま

で
射
程
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
一
般
の
人
た
ち
の
読
み
書
き
能
力
の
獲
得
、
映
像
、
放
送
技
術
の
発
達
と
い
っ
た
近
代
の
枠
組
み
そ
の
も
の
を
捉
え
直
す
こ
と

も
で
き
る
が
（
注
０
．
１ 

伊
藤
守
：
編
著
『
よ
く
わ
か
る
メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
２
０
０
９
年
）
ｐ
．
13
）、
さ
す
が
に
そ
こ
ま
で
行
く
と

50
数
ペ
ー
ジ
程
度
の
同
人
誌
で
は
明
ら
か
に
間
に
合
わ
な
い
ん
で
、
本
書
で
は
理
論
的
枠
組
み
と
そ
れ
を
用
い
た
社
会
の
捉
え
方
、
と
い
う
点
に
絞
っ
て
解
説
し
た
い
。

さ
と
り
：
ま
た
本
書
で
は
、
著
者
の
主
要
な
関
心
領
域
で
あ
る
若
者
論
に
も
触
れ
ま
す
。
私
の
『
自
己
形
成
論
講
義
』
で
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
や
自
己
啓
発
研
究
か
ら
見

た
若
者
論
を
扱
い
ま
し
た
が
（
注
０
．
２ 

後
藤
和
智
『
古
明
地
さ
と
り
の
自
己
形
成
論
講
義
―
―
市
民
の
た
め
の
「
自
己
」
を
め
ぐ
る
社
会
科
学
講
座
』（
後
藤
和
智
事
務

所
Ｏ
ｆ
ｆ
Ｌ
ｉ
ｎ
ｅ
、
２
０
１
３
年
）
第
４
章
）、
本
書
で
は
メ
デ
ィ
ア
論
、
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
社
会
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
若
者
論
と
い
う

も
の
に
つ
い
て
も
見
て
い
こ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

椛
：
メ
デ
ィ
ア
っ
て
い
ろ
ん
な
捉
え
方
が
で
き
そ
う
で
す
ね
。
だ
か
ら
こ
そ
、
専
門
的
な
知
識
を
あ
る
程
度
身
に
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
理
論
の
暴
走
を
防
ぐ
と
い
う

こ
と
も
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

文
：
ま
あ
や
り
た
い
こ
と
は
わ
か
っ
た
ん
で
、
そ
ろ
そ
ろ
始
め
て
く
れ
ま
せ
ん
か
ね
。

さ
と
り
：
あ
ら
。
文
さ
ん
の
心
か
ら
早
く
私
た
ち
か
ら
逃
げ
た
い
と
い
う
思
考
が
よ
く
聞
こ
え
ま
す
よ
。

阿
求
：
そ
れ
に
私
も
文
さ
ん
の
退
屈
そ
う
な
顔
を
ば
っ
ち
り
記
憶
し
て
お
き
ま
し
た
！

文
：
あ
ー
も
う
！　

だ
か
ら
あ
た
し
こ
の
人
た
ち
苦
手
な
の
よ
…
。

は
た
て
：
あ
は
は
…
。
ま
あ
、
結
構
ち
ょ
ろ
い
ん
だ
よ
ね
ぇ
、
文
っ
て
。
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阿
求
：
ま
ず
は
本
書
で
取
り
扱
う
メ
デ
ィ
ア
論
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
枠
組
み
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
本
書
で
は
、
新
聞
や
雑
誌
な
ど
と
い
っ
た
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
な
ど
の
近
年

の
情
報
通
信
技
術
、
そ
し
て
そ
れ
が
も
た
ら
す
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
領
域
と
し
て
扱
い
ま
す
。

は
た
て
：
何
を
扱
う
の
か
は
阿
求
ち
ゃ
ん
た
ち
に
従
う
と
し

て
、
ど
う
し
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
理
論
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
理
論
を
同
時
に
扱
う
の
？

さ
と
り
：
本
書
で
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
あ
り
方
の
変
化

と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
の
変
化
に
つ
い
て

は
、
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
う
も
の
と
考
え
る
か
ら
で

す
。
情
報
や
知
識
が
流
れ
る
環
境
が
変
わ
る
と
、
そ
れ
ら

を
基
に
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
も
変
わ
り

ま
す
が
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
そ
の
情
報
や
知
識
を
提
供
す

る
側
で
あ
り
、
人
々
の
社
会
認
識
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り

方
が
変
わ
る
と
、
例
え
ば
人
々
の
社
会
意
識
が
共
有
さ
れ

る
範
囲
や
、あ
る
い
は
社
会
意
識
そ
の
も
の
が
変
わ
っ
て
、

そ
れ
が
特
に
商
業
主
義
的
傾
向
の
強
い
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に

も
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
メ

デ
ィ
ア
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
双
方
の
理
論

を
、
あ
る
程
度
学
ん
で
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

魔
理
沙
：
こ
れ
だ
け
「
発
信
者
」
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
時

代
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
行
動
に
つ
い
て
客
観
的
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
知
識
が
必
要
だ
と
本
書
の
著
者
は
考
え
て
い

る
ん
だ
。

「
メ
デ
ィ
ア
は.

メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
」

さ
と
り
：
ま
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
情
報
技
術
に
つ

い
て
、
も
う
少
し
歴
史
的
、
社
会
的
な
部
分
を
整
理
し
ま

す
。

文
：
情
報
技
術
っ
て
い
っ
て
も
ど
こ
か
ら
取
り
扱
う
ん
で
す

か
。

魔
理
沙
：
出
版
だ
。
そ
も
そ
も
活
版
印
刷
そ
れ
自
体
が
ル
ネ

サ
ン
ス
期
に
お
け
る
大
き
な
発
明
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら

な
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、１
４
５
５
年
に
、ヨ
ハ
ネ
ス
・
グ
ー

テ
ン
ベ
ル
ク
（
注
1
・
1
）
が
自
ら
開
発
し
た
印
刷
技
術
に

よ
っ
て
、後
に
「
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
聖
書
」
と
呼
ば
れ
る
、

世
界
初
の
印
刷
に
よ
る
聖
書
を
発
行
し
た
。
印
刷
技
術
の

発
展
は
、
書
籍
の
生
産
量
の
増
加
と
印
刷
に
か
か
る
労
働

負
荷
の
減
少
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ま
で
ご
く
限
ら
れ
た
階

級
の
人
々
に
し
か
行
き
渡
っ
て
い
な
か
っ
た
書
物
を
多
く

の
人
た
ち
に
も
た
ら
し
た
ん
だ
。
も
っ
と
も
、
印
刷
技
術

そ
れ
自
体
は
日
本
や
朝
鮮
半
島
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
に
も
存

在
し
て
い
た
も
の
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
一
つ
の
文

化
的
な
う
ね
り
を
も
た
ら
す
ま
で
に
は
い
か
な
か
っ
た
が

な
。

阿
求
：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
書
物
の
発
展
は
、
書
体
を
統

一
し
、
知
の
体
系
化
・
標
準
化
を
促
し
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
ち
ょ
う
ど
同
時
期
に
資
本
主
義
の
萌
芽
も
あ
り
、
資

本
主
義
と
結
び
つ
い
た
出
版
、
出
版
資
本
主
義
が
発
達
し

て
、
出
版
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
言
語
に
よ
っ
て
「
国

民
」が
統
合
さ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す（
注
1
・
2
）。

は
た
て
：
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
原
形
み
た
い
な
も
の
だ
ね
。

阿
求
：
こ
の
よ
う
な
出
版
物
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
感
覚

の
こ
と
を
「
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
」
と
呼
ん
だ
の

が
、メ
デ
ィ
ア
論
の
始
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
マ
ー
シ
ャ
ル
・
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マ
ク
ル
ー
ハ
ン
（
注
1
・
3
）
で
す
。

文
：
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
く
ら
い
私
だ
っ
て
知
っ
て
ま
す
よ
。「
メ

デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
」
の
人
で
す
よ
ね
。

さ
と
り
：「
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
Ｍ
ｅ
ｓ
ｓ
ａ
ｇ
ｅ
）

で
あ
る
」
は
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
テ
レ
ビ
メ
デ
ィ
ア
を
論
じ

た
と
き
の
言
葉
で
す
け
ど
、
そ
も
そ
も
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の

メ
デ
ィ
ア
論
の
根
幹
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
も
の
が
人

間
の
感
覚
を
拡
張
さ
せ
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
点
で
は
情
報
技
術
の
み
な
ら
ず
様
々
な
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
が
「
メ
デ
ィ
ア
」
に
な
り
ま
す
ね
。

椛
：
そ
れ
で
は
、「
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
」
っ

て
い
う
の
に
は
ど
う
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
る
ん
で

し
ょ
う
か
。

さ
と
り
：「
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
Ｍ
ｅ
ｓ
ｓ
ａ
ｇ
ｅ
）

で
あ
る
」
と
い
う
物
言
い
に
は
、「
メ
デ
ィ
ア
の
内
容
で

は
な
く
メ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
を
調
査
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
」「
メ
デ
ィ
ア
と
内
容
の
関
係
」「
メ
デ
ィ
ア
と
人
間
の

心
の
関
係
」「
メ
デ
ィ
ア
と
社
会
の
関
係
」
の
４
つ
が
含

意
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
お
り
（
注
1
・
4
）、
第
２
～
４

の
意
味
が
、
第
１
の
意
味
の
理
由
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

ま
た
第
３
，
４
の
意
味
は
、
メ
デ
ィ
ア
「
そ
の
も
の
」
が

人
々
の
心
や
社
会
に
作
用
す
る
と
い
う
意
味
で
「
メ
デ
ィ

ア
は
マ
ッ
サ
ー
ジ
（
Ｍ
ａ
ｓ
ｓ
ａ
ｇ
ｅ
）
で
あ
る
」
と
も

言
わ
れ
ま
す
。
…
は
い
、
３
人
と
も
「
ギ
ャ
グ
か
？
」
と

い
う
考
え
が
一
斉
に
出
て
き
ま
し
た
ね
。こ
れ
、マ
ク
ル
ー

ハ
ン
自
身
の
言
葉
で
あ
り
、
自
ら
編
ん
だ
入
門
書
に
も
使

わ
れ
て
い
る
タ
イ
ト
ル
で
す
か
ら
（
注
1
・
5
）。

文
、
は
た
て
、
椛
：
…
。

魔
理
沙
：
ま
あ
「
メ
デ
ィ
ア
は
マ
ッ
サ
ー
ジ
で
あ
る
」
と
い

う
言
葉
に
は
ギ
ャ
グ
と
し
て
の
意
図
も
当
然
あ
っ
た
だ
ろ

う
な
。
た
だ
ギ
ャ
グ
以
上
の
意
味
も
一
応
持
っ
て
は
い
る

ぜ
。

阿
求
：「
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
／
マ
ッ
サ
ー
ジ
で
あ
る
」

こ
と
の
例
の
一
つ
と
し
て
、
先
に
挙
げ
た
出
版
メ
デ
ィ
ア

の
発
展
に
つ
い
て
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
理
論
を
見
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
の
発
展
以

前
の
知
識
と
い
う
も
の
は
口
頭
で
伝
え
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
印
刷
物
の
登
場
に
よ
り
、
そ
れ
ま

で
修
辞
的
、
聴
覚
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
句
読
点
の
意

味
が
、
視
覚
的
な
意
味
を
強
め
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
印
刷
物
に
よ
っ
て
言
葉
を
読
む
ス
ピ
ー
ド
が
急
速
に
速

く
な
り
、
物
事
が
口
頭
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
時
代
に
お
い

て
許
さ
れ
て
い
た
言
葉
に
対
す
る
多
層
的
な
理
解
が
急
速

に
失
わ
れ
た
と
し
て
い
ま
す
（
注
1
・
6
）。
こ
の
よ
う
な

流
れ
で
衰
退
し
た
の
が
ス
コ
ラ
哲
学
（
注
1
・
7
）
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

文
：
口
頭
か
ら
活
字
へ
移
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、
言
葉
っ
て

も
の
に
視
覚
的
な
要
素
が
入
っ
て
き
た
っ
て
こ
と
で
い
い

ん
で
す
か
ね
。
あ
と
印
刷
物
に
よ
っ
て
知
識
が
受
容
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
若
い
人
が
口
頭
で
知
識

を
得
て
い
た
時
代
の
人
た
ち
よ
り
早
く
体
系
的
な
知
識
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
し
て
教
育
の
あ

り
方
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
っ
て
な
考
え
方
も
で
き
る

と
思
い
ま
す
が
。

阿
求
：
実
際
そ
の
通
り
ら
し
く
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
18
世

紀
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
お
い
て
、
試
験
官
が
学
生
の

研
究
や
読
書
に
伍
し
て
い
け
な
く
な
っ
た
た
め
、
筆
記
試

験
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
研
究
を
紹
介
し
て

い
ま
す
し
ね
（
注
1
・
8
）。

さ
と
り
：
他
に
も
講
義
や
規
律
を
中
心
と
す
る
ス
タ
イ
ル
が

主
に
18
世
紀
以
降
で
あ
る
こ
と
を
採
り
上
げ
て
、
マ
ク

ル
ー
ハ
ン
は《
わ
れ
わ
れ
が
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
教
室
は
、

ま
っ
た
く
印
刷
物
の
副
産
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
》（
注
1
・

9
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
メ
デ
ィ
ア
の
あ
り
方
が
、

人
々
の
認
識
の
み
な
ら
ず
、
教
育
と
い
う
社
会
の
シ
ス
テ

ム
の
一
部
ま
で
「
マ
ッ
サ
ー
ジ
」
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

は
た
て
：
印
刷
物
の
発
明
っ
て
そ
ん
な
に
す
ご
い
こ
と
な
ん

だ
な
ぁ
…
。
さ
す
が
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
大
発
明
の
一
つ
に

数
え
ら
れ
る
っ
て
い
う
か
。
言
葉
の
表
し
方
が
変
わ
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
れ
を
使
う
人
々
、
そ
し
て
社
会
が
変
わ
っ

ち
ゃ
う
ん
だ
ね
。

阿
求
：
た
だ
し
「
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
」
と
い

う
言
葉
を
中
心
と
す
る
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
理
論
の
理
解
に
は

批
判
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
先
に
引
用
し
た
ジ
ョ
ン
・
Ｍ
・

カ
ル
キ
ン
に
よ
る
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
解
説
で
は
、「
メ
デ
ィ

ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
の
第
３
の
意
味

を
解
説
し
た
最
後
の
ほ
う
で
、《
メ
デ
ィ
ア
は
人
び
と
を

つ
か
み
、
揺
す
ぶ
り
、
転
が
し
ま
わ
し
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
す

る
。
メ
デ
ィ
ア
は
人
び
と
の
心
を
開
い
た
り
、
閉
じ
た
り

す
る
》
と
書
い
て
、
こ
こ
ま
で
は
い
い
ん
で
す
け
ど
、
そ

の
後
に
《
証
拠
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
よ
ろ
し
い
。
外
を
の

ぞ
い
て
テ
レ
ビ
世
代
を
見
た
ら
よ
い
。
彼
ら
は
部
族
的
人

間
に
戻
る
に
つ
れ
、
も
の
の
生
地
と
動
き
と
色
彩
と
音
を
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再
発
見
し
つ
つ
あ
る
。テ
レ
ビ
は
本
当
に
つ
か
み
か
か
る
。

テ
レ
ビ
は
使
わ
れ
ず
に
鈍
く
な
っ
た
感
覚
を
本
当
に
マ
ッ

サ
ー
ジ
す
る
》（
注
1
・
10
）
と
書
い
ち
ゃ
っ
て
る
ん
で
す
ね
。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
理
論
は
そ
も
そ
も
テ
レ
ビ
が
社
会
に
も

た
ら
す
「
影
響
」
に
つ
い
て
の
研
究
が
中
心
で
あ
り
、
こ

う
い
う
根
拠
の
薄
い
世
代
論
に
は
結
構
親
和
的
だ
と
す
る

見
方
も
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
、.

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
叩
か
れ
る
の
か

文
：
と
は
い
え
、
メ
デ
ィ
ア
が
も
た
ら
す
社
会
へ
の
影
響
と

い
う
も
の
は
軽
視
す
る
こ
と
も
で
き
ん
と
は
思
い
ま
す
が

ね
。

魔
理
沙
：
そ
う
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
社
会
へ
の
影
響
と
い
う
の

は
、
む
し
ろ
「
新
し
い
」
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
忌
避
感
が

表
明
さ
れ
た
と
き
に
、
改
め
て
気
付
か
さ
れ
る
と
考
え
た

方
が
い
い
か
も
し
れ
ん
な
。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る

も
の
と
し
て
、
荻
上
チ
キ
（
注
1
・
11
）
氏
の
『
社
会
的
な

身
体
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
２
０
１
０
年
）
が
あ
る
。

椛
：
今
で
こ
そ
い
ろ
ん
な
分
野
で
活
躍
し
て
る
荻
上
さ
ん
で

す
け
ど
、そ
う
い
え
ば
元
々
は
メ
デ
ィ
ア
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
関
係
の
著
作
が
中
心
で
し
た
っ
け
。

魔
理
沙
：
荻
上
氏
は
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
が
受
容
さ
れ
る
過
程

で
、
そ
こ
で
は
必
ず
バ
ッ
シ
ン
グ
が
起
こ
る
と
し
て
い
る

ぜ
。

文
：
文
字
が
発
明
さ
れ
た
と
き
は
文
字
が
叩
か
れ
ま
し
た
し
、

あ
と
情
報
技
術
と
か
で
は
な
い
っ
す
け
ど
野
球
も
当
初
は

新
聞
に
よ
っ
て
叩
か
れ
て
い
ま
し
た
よ
ね
。
今
で
こ
そ
朝

日
新
聞
が
夏
の
高
校
野
球
の
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ
た
り
し

て
ま
す
け
ど
。
で
も
そ
れ
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
新
し

い
」
も
の
が
理
解
で
き
な
い
、
っ
て
い
う
「
旧
世
代
」
の

問
題
、
と
い
う
の
で
は
な
い
ん
で
す
か
？

さ
と
り
：
ま
あ
若
干
暴
力
的
に
ま
と
め
れ
ば
そ
う
い
う
捉
え

方
も
で
き
ま
す
け
ど
、
内
実
は
ち
ょ
っ
と
複
雑
で
す
。
荻

上
氏
は
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
が
導
入
さ
れ
る
過
程
で
、「
萌

芽
期
」「
導
入
期
」「
定
着
期
」「
転
換
期
」
の
４
つ
の
段

階
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
（
表
１
・
１
）。
そ
し
て
こ
の
過

程
は
、「
社
会
的
身
体
」
の
組
み
替
え
と
い
う
過
程
と
し

て
規
定
さ
れ
ま
す
。

社
会
的
身
体
と
は
、
生
物
と
し
て
の
身
体
そ
の
も
の

で
は
な
く
、
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
、
体
に
対
す
る
イ

メ
ー
ジ
の
こ
と
だ
。
人
は
、
道
具
を
使
い
、
環
境
に
適

応
す
る
と
同
時
に
、
環
境
そ
の
も
の
を
変
容
さ
せ
る
。

人
の
生
物
学
的
身
体
は
、
そ
う
簡
単
に
は
変
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
形
作
ら
れ
る
社

会
的
身
体
は
、
わ
ず
か
短
い
期
間
の
間
に
、
そ
の
姿
を

が
ら
り
と
変
え
て
い
く
。（
注
1
・
12
）

さ
と
り
：
こ
の
観
点
に
従
え
ば
、新
し
い
メ
デ
ィ
ア
へ
の
バ
ッ

シ
ン
グ
と
い
う
も
の
は
、
自
ら
の
社
会
的
身
体
が
新
し
い

メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
抵

抗
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
れ
は「
有
害
メ
デ
ィ

ア
」
論
の
み
な
ら
ず
、
先
ほ
ど
文
さ
ん
が
採
り
上
げ
た
野

球
、
あ
る
い
は
医
療
技
術
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
ま
す
。
荻

上
氏
は
、
無
痛
分
娩
に
対
し
て
、
産
婦
人
科
医
の
方
が
分

娩
室
の
状
況
が
改
善
さ
れ
た
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
多

く
の
親
が
、親
の
体
に
負
担
が
か
か
ら
な
く
な
っ
た
ぶ
ん
、

子
供
の
リ
ス
ク
は
大
き
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
反

発
し
た
そ
う
で
す
。
た
だ
こ
の
産
婦
人
科
医
の
方
は
年
間

１
０
０
０
例
以
上
の
無
痛
分
娩
に
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ

で
親
も
納
得
し
た
よ
う
で
す
が
（
注
1
・
13
）、
メ
デ
ィ
ア

の
場
合
は
、「
新
し
い
」
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
バ
ッ
シ
ン

グ
は
、「
教
育
」
と
い
う
発
想
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
収

束
し
ま
す
。

は
た
て
：
あ
、
そ
の
へ
ん
の
感
覚
は
よ
く
わ
か
る
。
携
帯
電

話
に
し
て
も
、当
初
は
若
い
世
代
の
種
々
の
「
問
題
行
動
」

の
原
因
に
な
っ
て
る
っ
て
叩
か
れ
た
け
ど
、
最
近
は
通
信

事
業
者
や
メ
ー
カ
ー
の
側
が
機
能
を
制
限
し
た
「
子
供
向

け
」
の
ケ
ー
タ
イ
を
出
し
た
り
し
て
る
し
。

魔
理
沙
：
最
近
で
も
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
め
ぐ
っ
て
「
ス

マ
ホ
チ
ル
ド
レ
ン
」
な
る
言
葉
が
出
て
き
て
い
る
が
（
注

1
・
14
）、
い
ず
れ
は
「
教
育
」
を
め
ぐ
る
無
害
化
さ
れ
た

理
論
に
収
束
し
て
い
く
可
能
性
も
高
い
だ
ろ
う
な
。

さ
と
り
：
ま
た
こ
の
観
点
に
立
つ
と
、
な
ぜ
新
し
い
メ
デ
ィ

ア
を
め
ぐ
る
問
題
が
主
と
し
て
「
若
者
論
」
と
し
て
語
ら

れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
も
一
定
の
整
理
を
与
え

て
く
れ
ま
す
。
荻
上
氏
は
、《
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
の
登
場

に
伴
い
、「
新
し
い
子
ど
も
」「
新
し
い
女
」
が
叩
か
れ
る

の
は
、「
女
・
子
ど
も
」
が
「
未
熟
な
市
民
」
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
容
易
に
《
あ
る
べ
き
主
体
》

か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
想
定
さ
れ
て
き
た
か
ら

で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
「
主
体
化
」
の
作
業
で
あ
る
「
教
育
」
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9 椛
：
前
の
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
話
と
、
こ
こ
で
の
荻
上
さ
ん
の

話
な
ど
を
考
え
る
と
、
メ
デ
ィ
ア
の
受
容
、
接
触
が
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
も
強
く
関
わ
っ
て
る
っ
て
こ
と
も
ま
た

言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
へ
の
適

応
は
若
い
世
代
ほ
ど
早
い
で
す
か
ら
、
逆
に
新
し
い
メ

デ
ィ
ア
に
い
ち
早
く
適
応
し
た
若
い
世
代
が
、
上
の
世
代

を
叩
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
「
新
し
さ
」
を
強
調

し
ま
す
け
ど
、
い
ざ
自
分
た
ち
が
「
古
い
」
存
在
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
自
覚
を
持
つ
と
、
自
分
た
ち
の
想
像

力
、
社
会
的
身
体
が
よ
り
若
い
世
代
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
、
上
の
世
代
よ
り
も
さ
ら
に
強
力
な
恐

怖
心
を
持
っ
て
し
ま
う
の
か
も
。

さ
と
り
：
後
の
ほ
う
の
章
で
も
触
れ
ま
す
が
、
日
本
の
場
合

は
メ
デ
ィ
ア
の
接
触
と
文
化
へ
の
関
与
、
そ
し
て
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
が
極
め
て
強
い
関
係
を
持
っ
て
い
ま

す
。
と
り
わ
け
メ
デ
ィ
ア
の
移
り
変
わ
り
が
激
し
い
時
期

に
お
い
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
関
わ

り
は
一
層
強
く
な
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
故
に
、
メ
デ
ィ

ア
を
め
ぐ
る
、
特
に
若
い
世
代
の
言
説
は
、
実
際
に
は
メ

デ
ィ
ア
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
世
代
間
闘
争
と

し
て
の
側
面
も
大
き
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

文
：
そ
う
い
や
、近
頃
も
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
「
い

い
話
」系
の
デ
マ
が
流
れ
た
と
き
と
か
、あ
る
い
は
ツ
イ
ー

ト
の
「
パ
ク
リ
」
が
話
題
に
な
っ
た
と
き
の
議
論
に
お
い

て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
以
前
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
使
い
方
を
知
ら

な
い
「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
」
の
問
題
、
と
し
て
論
じ
ら
れ
る

こ
と
も
多
い
っ
す
よ
ね
（
注
1
・
17
）。
し
か
し
、
特
定
の

問
題
を
考
え
る
と
き
の
枠
組
み
と
し
て
、
い
き
な
り
「
世

表1-1 メディア浸透の4段階仮説（荻上チキ[2008]p.33）

段階 第1段階
萌芽期

第2段階
導入期

第3段階
定着期

第4段階
転換期

現象
技術的な可能性が検
討され、商品化が検
討される

イノベーターたちに
よって、先端的な利
用方法が検討される

浸透したことを受
け、「教育」に取り
込むことが検討され
る

日常的風景と化し、
社会システムの中に前
提として組み込まれ
る

言説

一部の知識人やマー
ケターにより、「未
来の可能性」の思考
実験が行われる

一部の現象に対し
て、社会問題化が起
こる

教育方法をめぐるた
めの言説交換が行わ
れる

特定の作品や商品に
対して懸念が提出さ
れる。世代間での意
味づけの相違が問題
化されだす

各段階におけ
る衰退理由

コストや資源、実際
的なニーズ等の問題
で、実現可能性が低
いため

あくまで一部の人に
対する流行でしかな
く、一般の合理性を
満たすものではない
ため

あくまで一時期の流
行でしかなく、生活
の必需品や慣習とし
て定着するものでは
ないため

新たな代替技術の登
場などにより、その
社会的機能が失われ
たため

の
奪
い
合
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
》（
注
1
・
15
）

と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
新
し
い
メ
デ
ィ
ア

が
出
て
き
た
と
き
に
対
す
る
バ
ッ
シ
ン
グ
は
、
実

際
に
は
自
分
の
社
会
的
身
体
が
書
き
換
え
ら
れ
る

こ
と
に
対
す
る
恐
怖
や
不
安
を
、「
女
性
」
や
「
子

供
」
あ
る
い
は
「
若
者
」
と
い
っ
た
社
会
的
に
、

相
対
的
に
立
場
が
弱
い
人
た
ち
に
投
影
す
る
、
と

い
う
行
為
で
は
な
い
か
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る

の
で
す
。

阿
求
：
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
不
安
が
若

者
論
を
惹
起
し
て
い
る
可
能
性
と
い
う
の
は
最
終

章
で
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、
も
う
一
つ
触
れ
て
お

く
べ
き
こ
と
と
言
っ
た
ら
、「
新
し
い
」
メ
デ
ィ

ア
が
社
会
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
そ
の
メ
デ
ィ
ア
は
た
ち
ま
ち
「
古
い
」
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
、
ま
た
「
新
し
い
」
メ
デ
ィ
ア
を

バ
ッ
シ
ン
グ
す
る
た
め
の
動
機
に
な
り
得
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
テ
レ
ビ
は
、
戦
前
～
戦
後

に
か
け
て
の
人
気
評
論
家
で
あ
る
大
宅
壮
一
（
注

1
・
16
）
氏
が
「
一
億
総
白
痴
化
」、
つ
ま
り
テ
レ

ビ
を
見
る
と
莫
迦
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ

ま
し
た
。
し
か
し
最
近
で
は
若
い
世
代
が
テ
レ
ビ

を「
見
な
い
こ
と
」が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
ん
で
す
ね
。「
テ
レ
ビ
を
見
れ
ば
莫
迦
に

な
る
」、
と
言
わ
れ
た
人
が
、
若
い
世
代
に
対
し

て
「
テ
レ
ビ
を
見
な
い
と
莫
迦
に
な
る
」
と
述
べ

る
こ
と
は
、
社
会
的
身
体
論
を
前
提
に
考
え
れ
ば

か
な
り
自
然
な
行
為
と
言
え
る
の
で
す
。
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代
」
が
選
好
さ
れ
る
の
も
、
メ
デ
ィ
ア
の
使
用
と
世
代
的

な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
強
く
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
と

言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
世
代
」
は
話
の
種
に
も
な

り
ま
す
し
。

さ
と
り
：
そ
う
で
す
ね
。
し
か
し
真
っ
先
に
「
世
代
」
が
枠

組
み
と
し
て
選
好
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
「
業

者
」
が
多
い
と
さ
れ
る
無
断
転
載
ア
カ
ウ
ン
ト
や
、
あ
る

い
は
「
自
分
は
た
だ
面
白
い
記
事
を
紹
介
し
て
い
る
だ
け

だ
」
と
し
て
居
直
る
バ
イ
ラ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
問
題
な
ど
が

覆
い
隠
さ
れ
る
可
能
性
は
考
慮
す
べ
き
で
し
ょ
う
ね
。

魔
理
沙
：
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
問
題
で
注
意
し
た
い
の
は
、

第
一
に
さ
と
り
が
言
っ
た
よ
う
な
、
メ
デ
ィ
ア
接
触
と
強

く
結
び
つ
い
た
「
世
代
」
と
い
う
問
題
に
徒
に
引
き
込
ま

な
い
こ
と
。
第
二
に
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
バ
ッ

シ
ン
グ
は
社
会
学
的
に
は
自
然
と
言
え
る
行
為
で
も
、
特

定
の
社
会
集
団
、
階
層
に
対
す
る
誤
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の
流

布
は
や
は
り
許
さ
れ
な
い
こ
と
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
注
意

を
払
え
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
や
は
り
メ
デ
ィ
ア
と
社
会

の
関
係
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
。

は
た
て
：
た
だ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
対
立
、
世

代
間
闘
争
に
引
き
込
ん
じ
ゃ
っ
た
ら
、
見
え
る
も
の
も
見

え
な
く
な
る
っ
て
こ
と
ね
。

魔
理
沙
：
最
後
に
な
る
が
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
こ
の
物
言
い

は
、
こ
れ
か
ら
も
死
滅
せ
ず
に
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
通
俗

的
な
メ
デ
ィ
ア
論
を
読
む
と
き
に
は
思
い
出
し
て
お
き
た

い
も
の
だ
な
。

テ
レ
ビ
が
古
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
な
っ
た
と
き
、
わ

れ
わ
れ
は
テ
レ
ビ
の
す
ば
ら
し
い
本
質
を
理
解
し
、
あ

り
が
た
く
思
う
こ
と
だ
ろ
う
。（
注
1
・
18
）
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【註釈】
注1.1 Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg 1398頃-1468 活版印刷技術の開発者とされる人物。
注 1.2 伊藤守：編著『よくわかるメディア・スタディーズ』（ミネルヴァ書房、2009 年）p.35
注 1.3 Marshall McLuhan 1911-1980 英文学者。斬新な視点からのメディア論で有名になる。著書に『グーテ

ンベルクの銀河系』『メディア論――人間の拡張の諸相』『グローバル・ヴィレッジ』など。
注 1.4 ジョン・M・カルキン「マクルーハン理論とは何か」（マーシャル・マクルーハン、エドマンド・カーペンター

『マクルーハン理論』大前正臣、後藤和彦：訳、平凡社ライブラリー、pp.23-49、2003 年）pp.29-32
注 1.5 Marshall McLuhan, Quentin Fiore : The Medium is the Massage: An Inventory Effects, Random 

House, 1967/ マーシャル・マクルーハン、クエンティン・フィオーレ『メディアはマッサージである（新装版）』
南博：訳、河出書房新社、2010 年

注 1.6 マーシャル・マクルーハン「言語に与えた印刷物の影響」（『マクルーハン理論』pp.71-93）
注 1.7 11 世紀に確立された、批判的読解や対話などにより理性的認識と宗教的真理を調和させる「スコラ学」のも

とで作られた哲学。
注 1.8 マクルーハン、前掲 p.77
注 1.9 マクルーハン、前掲 p.80
注 1.10 いずれも、カルキン、前掲 pp.30-31
注 1.11 Ogiue, Chiki 1981- 評論家、メールマガジン「α -synodos」編集長。著書に『ウェブ炎上』『セックスメ

ディア 30 年史』『未来をつくる権利』など。
注 1.12 荻上チキ『社会的な身体――振る舞い・運動・お笑い・ゲーム』（講談社現代新書、2010 年）p.40
注 1.13 荻上、前掲 pp.44-45
注 1.14 竹内和雄『スマホチルドレン対応マニュアル――「依存」「炎上」これで防ぐ！』中公新書ラクレ、2014

年
注 1.15 荻上、前掲 p.43
注 1.16 Oya, Soichi 1900-1970 評論家。著書に『ジャーナリスト講話』『日本の裏街道を行く』など。
注 1.17 例として、小野ほりでい「著作物に対する意識が欠如した”ニューエイジ”が増加中 !?　～恐るべき子供たち～」

http://togech.jp/2014/08/30/12011、2014 年
注 1.18 マーシャル・マクルーハン「テレビとは何か」（『マクルーハン理論』pp.110-148）p.148

【その他参考文献】
ユルゲン・ハーバーマス『コミュニケイション行為の理論』上中下巻、河上倫逸：訳、未来社、1985 年
中岡成文『ハーバーマス――コミュニケーション行為（現代思想の冒険者たち Select）』講談社、2003 年
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世
代
論
の
危
険
性

さ
と
り
：
前
章
で
は
古
典
的
、
あ
る
い
は
理
論
的
な
こ
と
に

触
れ
た
の
で
、
本
章
で
は
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
や
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
に
つ
い
て
あ
る
程
度
網
羅
的
に
見

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

椛
：
情
報
技
術
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方

を
触
れ
る
と
き
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
の
が
携
帯
電
話
と

か
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
だ
と
か
だ
と
思
い
ま
す
。少
し
前
は
、

「
デ
ジ
タ
ル
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
っ
て
い
う
概
念
が
出
て
き
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
し
。

文
：
ま
あ
最
近
は
あ
ま
り
聞
か
れ
な
く
な
っ
た
け
ど
ね
。

阿
求
：
デ
ジ
タ
ル
ネ
イ
テ
ィ
ブ
概
念
と
は
、
元
々
は
ア
メ
リ

カ
で
生
ま
れ
た
概
念
で
あ
り
、
子
供
の
頃
か
ら
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
の
情
報
通
信
技
術
、
環
境
に
慣
れ
親
し
ん
だ

世
代
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
ま
た
こ
の
概
念
は
、
概
ね
若

い
世
代
の
技
術
や
社
会
意
識
の
「
革
新
性
」
へ
の
称
揚
を

伴
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。
た
だ
、
日
本
で
は

主
に
若
い
世
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
の

「
奇
っ
怪
さ
」
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
で
す
。

魔
理
沙
：
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
の
変
化
が
な
ぜ

「
新
し
い
」
メ
デ
ィ
ア
や
技
術
に
対
す
る
バ
ッ
シ
ン
グ
を

生
み
出
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
前
章
で
荻
上

チ
キ
（
注
1
・
11
）
氏
の
『
社
会
的
な
身
体
』
を
引
い
て
述

べ
た
と
お
り
だ
が
、
こ
れ
は
第
５
章
に
も
関
わ
っ
て
く
る

こ
と
だ
が
、
少
な
く
と
も
日
本
で
は
社
会
認
識
の
違
い
を

強
調
す
る
概
念
と
し
て
「
世
代
」
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と

が
非
常
に
多
い
。
考
え
ら
れ
る
大
き
な
理
由
を
い
く
つ
か

挙
げ
る
と
す
る
と
、
ま
ず
、
第
５
章
で
詳
述
す
る
が
、
日

本
の
文
化
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
階
層
や
地
域
と
い
う
よ

り
も
、
映
画
や
雑
誌
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
接
触
経
験
に
よ
っ

て
異
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。

文
：
ま
あ
メ
デ
ィ
ア
の
積
極
経
験
は
世
代
に
よ
っ
て
違
い
ま

す
か
ら
ね
。
階
層
で
は
な
く
メ
デ
ィ
ア
接
触
、
そ
れ
も
メ

デ
ィ
ア
や
文
化
の
栄
枯
盛
衰
が
激
し
い
時
代
に
お
い
て

は
、「
世
代
」
の
重
要
性
も
見
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

魔
理
沙
：
と
こ
ろ
が
、
実
を
言
う
と
全
般
的
な
社
会
意
識
に

関
す
る
「
世
代
」
の
差
は
小
さ
く
な
っ
て
い
る
ん
だ
。
Ｎ

Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
が
行
っ
て
い
る
調
査
の
報
告
書
で

は
（
注
2
・
1
）、
全
般
的
な
社
会
意
識
の
傾
向
に
つ
い
て
、

数
量
化
３
類
に
よ
っ
て
「
伝
統
志
向-

伝
統
離
脱
」「
ま

じ
め
志
向-

あ
そ
び
志
向
」の
２
軸
に
、各
世
代
を
プ
ロ
ッ

ト
し
て
い
る
が
、
明
確
に
違
い
が
現
れ
る
の
は
「
戦
争
」

世
代
（
１
９
２
８
年
以
前
生
ま
れ
）、「
第
一
戦
後
」
世
代

（
１
９
２
９
～
１
９
４
３
年
生
ま
れ
）、
そ
し
て
「
団
塊
の

世
代
」
を
含
む
そ
の
他
の
世
代
だ
。「
団
塊
」
世
代
以
降

の
世
代
は
、
概
ね
第
１
軸
「
伝
統
志
向-

伝
統
離
脱
」
の

中
央
か
ら
「
伝
統
離
脱
」
側
に
プ
ロ
ッ
ト
さ
れ
、
さ
ら
に

同
じ
世
代
に
つ
い
て
、
調
査
の
時
系
列
に
応
じ
て
線
で
結

ん
で
も
、「
団
塊
」
以
降
の
世
代
を
示
す
線
は
、
他
の
世

代
と
交
差
し
て
い
る
こ
と
す
ら
あ
る
。

阿
求
：
こ
の
報
告
書
で
は
「
世
代
の
差
は
大
き
い
」
と
い
う

こ
と
を
や
や
強
引
に
結
論
づ
け
る
よ
う
な
書
き
方
に
な
っ

て
ま
す
が
、
む
し
ろ
「
戦
争
」
世
代
以
前
の
世
代
が
退
場

す
る
こ
と
に
よ
り
、
世
代
差
は
小
さ
く
な
る
の
で
は
な
い

か
と
推
測
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
錯
誤
は
、
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
的
な
「
世
代
」
概
念
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
、
将
来

的
に
起
こ
る
判
断
を
見
誤
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
ね
。

第
2
章  

メ
デ
ィ
ア
、 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
在
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文
：
あ
や
や
。評
論
の
上
で
は「
世
代
」が
極
め
て
重
要
な
ツ
ー

ル
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
態
と
し
て
は
そ
れ
ほ

ど
重
要
で
は
な
く
な
る
可
能
性
が
大
き
い
わ
け
で
す
か
。

さ
と
り
：
社
会
意
識
に
関
し
て
「
世
代
」
と
い
う
区
切
り
の

有
効
性
が
減
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
世
代
」
概

念
が
重
要
で
は
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
直
接
的
に
意
味

す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
な
ぜ
減
じ
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
り
ま

す
。
た
だ
こ
れ
に
つ
い
て
は
最
終
章
で
改
め
て
採
り
上
げ

る
と
し
ま
す
。ま
ず
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、メ
デ
ィ

ア
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
語
る
上
で
、
単

純
な
世
代
論
は
極
力
排
す
べ
き
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
代

「
若
者
」
に
対
す
る
評
価
は
、「
新
し
い
社
会
を
作
り
出
す
、

社
会
を
変
え
る
存
在
」と
し
て
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
見
方
と
、

「
自
分
た
ち
に
は
理
解
で
き
な
い
行
動
を
す
る
象
徴
的
に

驚
異
的
な
存
在
」
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
見
方
と
い
う
相

反
す
る
見
方
が
並
列
に
存
在
す
る
た
め
、
自
ら
の
願
望
を

投
影
し
や
す
い
と
い
う
側
面
が
あ
る
か
ら
で
す
。

メ
デ
ィ
ア
、.

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を.

ど
う
研
究
す
る
か

阿
求
：
次
に
、
メ
デ
ィ
ア
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
の
研
究
の
手
法
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
世
代
論
を
ベ
ー
ス
と
す
る
研
究
の
問
題
点
と
し
て
、

「
世
代
」
を
あ
ま
り
に
重
視
す
る
ば
か
り
に
他
の
要
因
、

例
え
ば
経
済
的
・
文
化
的
要
因
へ
の
配
慮
が
疎
か
に
な
る
、

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
日
本
に
お
け

る
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
有
力
者
で

あ
る
橋
元
良
明
（
注
2
・
2
）
氏
が
、
広
告
代
理
店
で
あ
る

電
通
と
、
日
本
の
「
デ
ジ
タ
ル
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
に
つ
い
て

論
じ
た
本
『
ネ
オ
・
デ
ジ
タ
ル
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
誕
生
―
―

日
本
独
自
の
深
化
を
遂
げ
る
ネ
ッ
ト
世
代
』（
橋
元
良
明
、

電
通
総
研
（
奥
律
哉
、
長
尾
嘉
英
、
庄
野
徹
）、
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
社
、
２
０
１
０
年
）
の
ま
え
が
き
が
そ
の
一
例
で

す
。「
ケ
ー
タ
イ
は
外
出
先
で
使
う
も
の
」な
ど
と
い
っ
た
、

12
の
設
問
を
提
示
し
た
あ
と
、
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ

り
ま
す
。

年
配
の
方
に
は
、
す
べ
て
「
イ
エ
ス
」
と
答
え
た
方

も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
に
か
く
、
見
事

な
ほ
ど
、
回
答
者
の
年
齢
に
よ
っ
て
答
に
差
が
出
る
は

ず
で
す
。
若
者
は
皆
「
正
反
対
」
を
答
と
し
て
選
択
す

る
の
で
す
。
こ
の
現
実
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
？
（
注
2
・
3
）

椛
：《
は
ず
で
す
》
っ
て
書
か
れ
て
ま
す
け
ど
、
橋
元
さ
ん

た
ち
は
、
携
帯
電
話
な
ど
に
慣
れ
き
っ
た
若
い
世
代
の
メ

デ
ィ
ア
な
ど
に
対
す
る
認
識
の
あ
り
方
が
激
変
し
て
い

る
っ
て
い
う
自
分
た
ち
の
認
識
を
補
強
す
る
た
め
の
、「
デ

ジ
タ
ル
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
よ
り
上
の
世
代
を
調
査
し
て
な

い
っ
て
こ
と
で
す
か
？

阿
求
：
残
念
な
が
ら
、
同
書
に
は
中
高
年
世
代
に
対
す
る
調

査
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
橋
元
氏
に
限

ら
ず
、
若
者
論
に
お
い
て
、
上
の
世
代
の
「
常
識
」
に
関

し
て
は
「
は
ず
」
と
い
う
言
葉
で
説
明
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
が
多
い
ん
で
す
。
ま
た
、
幸
い
に
し
て
橋
元
氏
た
ち
の

先
ほ
ど
の
著
作
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、
同
様
の
問

題
と
し
て
、相
関
関
係
と
因
果
関
係
の
混
同
が
あ
り
ま
す
。

は
た
て
：
あ
、
そ
れ
っ
て
統
計
学
と
か
で
結
構
注
意
す
べ
き

も
の
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
や
つ
だ
。

魔
理
沙
：
例
え
ば
「
パ
ラ
メ
ー
タ
Ａ
と
Ｂ
に
強
い
相
関
関
係

が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、「
Ａ

を
増
や
せ
ば
Ｂ
も
増
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
意

味
せ
ず
、
も
し
か
し
た
ら
別
の
パ
ラ
メ
ー
タ
Ｃ
が
両
方
に

影
響
を
与
え
て
い
て
、
そ
れ
故
Ａ
と
Ｂ
の
相
関
係
数
が
高

く
見
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
も
う
一

つ
は
因
果
関
係
の
順
序
の
逆
転
だ
な
。「
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
」

と
い
う
も
の
は
、
必
ず
し
も
「
Ｂ
な
ら
ば
Ａ
」
を
意
味
し

な
い
ぜ
。
例
え
ば
若
い
世
代
に
お
い
て
、
年
収
が
低
い
層

と
か
非
正
規
労
働
者
層
に
お
け
る
携
帯
電
話
の
使
用
頻
度

な
ど
が
、
他
の
層
に
比
べ
て
高
か
っ
た
と
い
う
結
果
が
出

た
と
し
て
も
、「
携
帯
電
話
を
使
う
と
低
い
階
層
に
落
ち

る
」と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
、

例
え
ば
携
帯
電
話
が
な
い
と
面
接
な
ど
の
連
絡
が
も
ら
え

な
い
、な
ど
と
い
っ
た
背
景
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

若
者
論
、
と
り
わ
け
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
系
の
若
者
論
に
は

よ
く
見
ら
れ
る
混
同
だ
。

椛
：
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
も
の
は
基
本
的
に
「
こ
れ
が

流
行
で
あ
る
」
と
託
宣
す
る
と
い
う
要
素
を
多
く
含
ん
で

い
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
に
な
る
の
も
致
し

方
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
…
。

阿
求
：
さ
て
、
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
そ


