
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由

清

　

水

　

正

　

男

1
　
平
和
な
生
活
と
和

川
　
平
和
な
生
活
の
中
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

藤
村
の
詩
に
、
「
ま
だ
あ
げ
そ
め
し
前
が
み
の
、
り
ん
ご
の
も
と
に
見
え
し
と
き
、
前
に
さ
し
た
る
花
ぐ
し
の
花
あ
る
君
と

思
い
け
り
。
や
さ
し
く
白
き
手
を
の
べ
て
…
…
は
じ
め
な
り
」
と
あ
っ
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
。
平
和
で
美
し
く
生
活
の
中

に
生
き
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

榔
　
こ
の
世
と
和

わ
れ
わ
れ
の
世
は
あ
た
か
も
無
底
的
探
測
の
上
に
た
だ
よ
う
木
の
葉
を
よ
せ
合
っ
て
島
を
つ
く
り
、
そ
の
上
を
住
家
と
す

る
人
々
の
む
れ
で
あ
る
と
仏
の
教
え
は
説
く
よ
う
で
あ
る
。
お
互
い
に
肩
を
よ
せ
合
い
助
け
合
っ
て
生
き
る
姿
は
、
お
だ
や

か
な
ま
な
ざ
し
と
、
真
心
か
ら
出
る
や
さ
し
い
言
葉
の
や
り
と
り
の
上
に
成
立
す
る
。
賢
い
一
人
ひ
と
り
の
存
在
は
欠
か
せ

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

自

由

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

七

五



生
き
る

な
い
。孤

立
や
、
ま
し
て
や
争
乱
は
お
互
い
の
破
滅
を
招
く
の
み
で
あ
る
こ
と
は
、
年
々
必
ず
製
来
し
て
来
る
モ
ン
ス
ー
ン
等
に

ょ
る
大
災
害
を
は
じ
め
多
く
の
苦
難
を
ま
の
あ
た
り
に
見
て
、
そ
れ
に
と
り
組
む
べ
し
と
し
て
体
験
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

った。

2
　
和
の
環
境

Ⅲ
　
環
境
に
生
き
ぬ
く
人

厳
し
い
環
境
や
苦
し
い
事
態
は
人
間
を
不
幸
に
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
勇
敢
に
し
て
打
開
へ
の
強
烈
な
斗
志
と
、
よ
り
高

度
な
智
恵
の
開
発
を
進
め
る
事
が
多
く
見
ら
れ
る
。
環
境
と
の
間
で
一
人
ひ
と
り
は
賢
明
に
生
き
て
来
た
。
ま
ず
環
境
に
適

応
す
る
努
力
が
見
ら
れ
る
が
、
や
が
て
至
ら
な
い
環
境
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
に
好
都
合
に
な
る
よ
う
に
環
境
の
再
構
成
を
実

現
す
る
に
至
る
努
力
が
必
死
に
展
開
さ
れ
る
。

多
く
の
人
々
は
話
し
合
い
、
打
開
の
道
を
さ
ぐ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
得
手
と
す
る
道
を
分
担
し
全
力
を
あ
げ
で
の
協
力
態
勢
下

に
成
功
さ
せ
る
。
そ
こ
に
は
考
え
る
だ
け
で
な
く
た
く
ま
し
く
実
行
す
る
創
造
的
知
性
を
持
つ
に
至
る
。

榔
　
創
造
的
知
性
・
行
為

そ
の
過
程
で
人
々
は
真
の
討
議
が
、
各
人
の
持
つ
能
力
を
す
べ
て
出
し
合
っ
た
上
で
、
誰
の
も
の
よ
り
も
す
ぼ
ら
し
い
も

の
を
新
し
く
生
む
事
を
発
見
す
る
。
そ
こ
に
は
青
白
さ
イ
ン
テ
リ
で
は
な
く
、
た
く
ま
し
い
知
性
、
前
人
未
踏
の
地
を
開
く



力
と
意
志
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ス
ピ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

そ
れ
は
思
う
に
、
各
自
の
心
か
ら
発
せ
ら
れ
た
行
為
行
動
で
あ
る
、
ひ
と
の
た
め
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
、
と
同
時
に
誰

に
で
も
う
な
づ
い
て
貰
え
る
実
証
可
能
な
行
為
で
も
あ
る
の
で
、
す
べ
て
の
人
々
に
受
入
れ
ら
れ
力
づ
よ
く
支
持
さ
れ
る
。

3
　
環
境
の
基
盤

用
　
情
報
の
重
要
性

今
日
世
界
に
は
多
く
の
国
を
見
る
が
、
単
一
民
族
に
よ
る
最
大
の
も
の
に
日
本
が
あ
る
、
近
々
両
独
統
一
の
暁
に
は
、
そ

れ
に
次
ぐ
ド
イ
ツ
民
族
国
家
が
持
た
れ
る
と
い
う
。
同
一
の
言
語
、
同
一
の
文
化
の
も
と
に
生
活
す
る
巨
大
な
国
民
は
世
界

に
と
り
重
要
な
責
務
を
持
つ
。
と
同
時
に
世
界
に
対
し
て
孤
立
化
を
戒
め
開
か
れ
た
国
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

人
類
は
時
に
民
族
を
超
え
集
団
生
活
を
し
な
が
ら
個
を
発
見
し
、
一
人
ひ
と
り
の
も
つ
尊
厳
性
を
悟
り
合
い
愛
と
尊
厳
に

よ
り
助
け
合
い
協
力
し
て
、
孤
立
を
お
そ
れ
良
心
に
忠
実
に
生
き
よ
う
し
て
来
た
。
し
か
し
視
界
の
狭
さ
、
情
報
の
欠
如
な

ど
か
ら
争
乱
が
各
地
に
持
た
れ
た
。
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
隣
に
あ
る
フ
ー
バ
ー
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
は
こ
れ
ら
世
界
の
争
い
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
　
「
情
報
の
宝
庫
」
で
あ
る
。

榔
　
情
報
化
社
会
　
（
独
裁
の
悲
劇
）

情
報
に
背
を
む
け
た
心
な
き
独
裁
者
の
無
謀
な
政
策
の
た
め
に
世
界
の
大
穀
倉
地
帯
と
称
せ
ら
れ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
軍
事

費
調
達
の
た
め
収
穫
物
を
す
べ
て
と
り
上
げ
ら
れ
た
数
百
万
の
農
民
が
餓
死
し
そ
の
た
め
う
え
る
彼
等
に
よ
り
幼
児
の
多
く

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の
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由
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七

八

が
誘
拐
さ
れ
、
食
糧
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
説
は
世
界
の
人
々
の
耳
目
を
驚
か
せ
悲
し
ま
せ
た
。
閉
ざ
さ
れ
た
コ
ニ
ユ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
国
の
悲
劇
で
あ
る
。

か
つ
て
わ
が
国
は
国
際
的
に
孤
立
し
、
い
わ
ゆ
る
A
B
C
D
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
経
済
封
鎖
に
追
い
込
ま
れ
、
遂
に
世
界
戦

争
に
突
入
し
た
上
に
性
こ
り
も
せ
ず
、
史
上
最
悲
惨
と
さ
れ
る
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
大
敗
北
を
も
見
た
。
記
録
に
よ
れ
ば
、

敗
軍
の
将
と
し
て
、
牟
田
口
・
河
辺
両
中
将
、
勝
利
側
と
し
て
ウ
ィ
ン
グ
ー
ト
准
将
、
ス
バ
ス
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
ボ
ー
ス
等
が

あ
げ
ら
れ
る
。
情
報
の
偉
力
と
、
こ
れ
に
盲
目
で
あ
っ
た
愚
将
の
も
つ
誤
解
と
誤
算
に
よ
っ
て
、
第
三
三
・
第
一
五
・
第
三

一
の
各
師
団
の
損
耗
が
甚
大
　
（
八
四
％
、
八
〇
％
、
六
七
％
）
　
で
あ
っ
て
、
情
報
を
欠
く
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
を
ひ
し
ひ
し
と

痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
。

コ
マ
ヒ
の
丘
に
立
つ
英
軍
戦
死
者
記
念
塔
に
｛
へ
W
h
e
n
y
O
u
g
O
h
O
m
e
L
e
－
〓
h
e
m
w
e
d
i
e
d
f
O
r
t
h
e
i
r
t
O
m
O
r
r
O
W
）
、
あ

な
た
が
故
国
へ
帰
っ
た
な
ら
わ
た
し
達
は
故
国
の
人
々
の
明
日
の
為
に
戦
っ
た
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
下
さ
い
、
と
あ
る
。

私
は
加
え
た
い
　
″
そ
し
て
現
地
の
人
々
の
平
和
の
た
め
に
″
と
。

か
つ
て
国
際
機
関
の
要
請
に
よ
り
ソ
連
邦
と
協
力
し
て
の
教
育
専
間
家
と
し
て
こ
の
地
ビ
ル
マ
に
参
り
　
（
昭
五
四
、
五
五

年
）
　
勤
務
し
た
の
で
あ
る
が
国
立
ラ
ン
グ
ー
ン
大
学
の
私
の
研
究
室
の
メ
ン
バ
ー
は
、
日
本
人
の
眠
る
チ
ャ
ン
ド
ゥ
墓
地
及

び
タ
ー
ム
エ
墓
地
に
参
る
私
に
遠
慮
し
て
か
必
ず
門
外
で
待
機
し
た
。
し
か
し
ミ
ン
ガ
ラ
ン
ド
ン
空
港
近
く
の
墓
地
（
英
軍
）

前
を
通
過
す
る
折
は
全
く
様
相
が
一
変
し
た
。

清
楚
な
墓
地
に
私
と
私
の
家
族
　
（
妻
と
娘
）
　
を
せ
か
し
て
導
き
入
れ
た
彼
等
は
″
吾
々
の
自
由
の
た
め
に
斗
っ
た
人
々
を

葬
る
〟
と
記
さ
れ
た
門
の
裏
側
を
ゆ
び
さ
し
つ
つ
く
ぐ
り
、
嬉
々
と
し
て
、
ブ
ー
ゲ
ン
ビ
リ
ア
の
咲
き
乱
れ
る
中
を
自
国
民



の
墓
で
あ
る
か
の
よ
う
に
案
内
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

マ
ウ
ン
ト
バ
ッ
チ
ン
殺
さ
る
の
悲
報
を
キ
ャ
ッ
チ
し
た
清
水
研
の
技
師
が
″
モ
ン
バ
ッ
チ
ン
が
殺
さ
れ
た
″
と
泣
き
乍
ら

研
究
室
へ
か
け
込
ん
で
来
た
。
ビ
ル
マ
国
民
の
悲
し
み
を
静
か
に
示
す
半
旗
が
私
の
イ
ン
ヤ
レ
ー
ク
ホ
テ
ル
に
も
、
掲
げ
ら

れ
数
十
ヶ
国
を
超
え
る
各
専
門
家
は
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
で
こ
れ
に
敬
意
を
表
し
た
事
を
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

今
尚
語
り
つ
が
れ
て
い
る
い
ま
わ
し
い
大
敗
北
が
情
報
を
ろ
く
に
得
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
倣
憎
さ
、
そ
れ
に
も
ま
し
て

そ
こ
に
住
む
人
々
を
心
か
ら
信
頼
す
る
事
を
忘
れ
た
恩
か
さ
を
し
み
じ
み
痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
不
可
欠
な
概
念
の
一
応
の
統
一
が
必
要
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
東
西
そ
し
て
南
北

に
も
こ
の
概
念
の
不
統
一
が
目
に
余
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
不
合
理
性
を
悟
り
訂
正
し
た
国
も
出
て
来
て
は
い
る
が
、
そ
れ

も
つ
い
半
年
前
　
（
平
成
二
年
春
）
　
か
ら
で
あ
る
の
も
情
な
い
。

4
　
自
由
と
国
際
協
力

用
　
具
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
と
繁
栄

真
の
意
味
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
が
強
烈
に
熱
望
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
愚
か

し
さ
に
気
付
く
の
に
ど
う
し
て
こ
ん
な
長
い
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
も
情
報
を
武
力
な
ど
に
よ
っ

て
抑
圧
す
る
、
ま
し
て
や
人
の
心
を
圧
伏
さ
せ
よ
う
と
の
愚
劣
さ
を
知
る
。

さ
て
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
に
ま
で
人
類
は
余
り
に
も
長
い
貴
重
な
時
間
を
浪
費
し
て
来
て
い
る
。
思
考
や

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

自

由

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

七

九
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八

〇

言
論
が
神
か
ら
人
々
に
与
え
ら
れ
た
大
切
な
贈
物
で
平
等
か
つ
不
可
侵
で
あ
る
事
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

武
力
に
よ
っ
て
の
み
平
安
は
存
在
す
る
と
広
言
す
る
国
々
は
わ
れ
わ
れ
の
身
近
に
も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ス
ト
ラ
ト
ペ
ド
ゥ

ポ
リ
テ
ィ
ア
q
蔓
§
○
崇
評
で
営
ざ
謡
ト
R
（
陣
営
国
家
）
　
の
好
例
と
さ
れ
る
M
司
竜
q
Q
で
は
統
治
階
級
の
M
R
竜
q
ト
§
q
ト
が

コ
名
卜
○
卜
e
O
ト
と
奴
隷
と
し
て
の
″
E
ト
↑
e
⊇
ト
″
と
を
従
え
、
陣
営
国
家
を
形
成
し
た
。
男
の
新
生
児
は
烹
至
芸
（
公
会
堂
）

で
厳
重
な
テ
ス
ト
を
受
け
不
合
格
者
は
岩
窟
の
〆
望
遠
訂
さ
に
捨
て
ら
れ
、
生
き
残
っ
た
者
は
厳
し
い
戦
士
と
し
て
の
訓
練

を
受
け
生
涯
軍
籍
に
あ
っ
て
斗
っ
た
、
ス
パ
ル
タ
教
育
で
あ
る
。
国
家
主
義
、
軍
国
主
義
、
統
制
主
義
の
ア
ル
ケ
ー
曾
熊
廿
と

も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
種
の
ス
ト
ラ
ト
ぺ
ド
ゥ
ポ
リ
テ
ィ
ア
的
存
在
が
今
日
で
も
見
ら
れ
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
一
刻
も
早
く
こ
の
世
界
か

ら
姿
を
消
す
の
を
祈
る
の
み
で
あ
る
。
言
論
を
強
権
を
以
て
抑
圧
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
極
端
な
統
制
を
断
行
し
、

庶
民
の
耳
と
口
と
目
を
全
く
ふ
さ
い
で
し
ま
っ
た
悪
行
へ
の
報
い
は
無
気
力
な
国
民
、
産
業
の
破
滅
、
体
裁
の
破
棄
と
な
っ

て
現
れ
て
い
る
事
は
世
界
市
民
が
等
し
く
見
聞
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

榔
　
マ
ス
・
コ
ミ
の
自
由

か
つ
て
帝
王
の
独
占
か
ら
よ
う
や
く
独
立
し
た
マ
ス
・
コ
ミ
で
あ
っ
た
。
時
代
の
流
れ
の
中
で
発
展
し
、
今
や
マ
ス
・
コ

ミ
の
自
由
は
、
人
類
の
生
存
の
た
め
に
不
可
欠
な
存
在
と
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
歴
史
を
大
い
に
誇
っ
て
よ
い
。
し
か

し
、
こ
の
自
由
も
さ
ら
に
巨
大
な
資
本
の
力
や
と
き
に
謀
略
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
は
無
気
味
で
あ
り
、
不
安
で
も
あ
る
。

こ
の
声
に
答
え
て
マ
ス
・
コ
ミ
は
社
会
的
責
任
を
負
わ
ぬ
ば
な
ら
な
く
な
る
。



制
　
マ
ス
・
コ
ミ
の
自
由
研
究

一
方
、
世
界
は
大
き
く
変
革
し
っ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
市
民
の
耳
目
を
驚
か
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

原
因
の
大
き
な
も
の
の
一
つ
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
放
に
あ
る
事
は
論
を
ま
た
な
い
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
吾
々
は

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
其
の
自
由
、
人
類
の
幸
福
へ
の
道
を
探
り
、
そ
し
て
毎
日
の
生
活
で
何
を
考
え
何
を
実
践
し
た
ら

よ
い
の
か
。
そ
の
道
を
知
る
よ
す
が
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

5
　
世
界
の
潮
流
　
（
グ
ロ
ー
バ
ル
化
）

－
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
基
調
　
（
マ
ス
・
コ
ミ
の
四
理
論
）
　
－

川
　
日
常
生
活
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

①
　
衣
食
住
産
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

日
常
生
活
を
支
え
る
衣
・
食
・
住
・
産
業
の
い
ず
れ
も
た
だ
一
国
の
単
位
で
動
く
事
は
不
可
能
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
世

界
各
国
が
相
互
に
連
関
し
合
い
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
発
展
を
進
め
て
来
て
い
る
。
特
に
資
源
や
資
本
、
技
術
の
偏
在
か
ら
世

界
的
繁
栄
へ
の
道
へ
進
む
過
程
で
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
移
動
が
見
ら
れ
る
。

②
　
国
家
・
国
民
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
泉

民
族
、
国
家
、
国
民
の
発
展
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
形
成
す
る
市
民
そ
れ
ぞ
れ
の
も
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
無
縁
で
は
な
い
。

彼
等
の
図
り
知
れ
な
い
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
し
て
そ
の
意
欲
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
国
際
協
調
へ
と

動
い
て
い
る
活
力
源
で
も
あ
る
。

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

自

由



生
き
る

③
　
国
際
協
力
と
情
報

国
際
協
力
が
今
日
の
よ
う
に
活
発
化
し
た
の
は
今
世
紀
の
大
き
な
特
色
と
言
え
よ
う
。
と
く
に
大
戦
後
そ
れ
が
顕
著
で
あ

る
。
し
か
し
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
の
状
況
を
と
ら
え
る
事
は
困
難
で
あ
る
。
主
観
化
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

私
は
、
狭
い
経
験
で
は
あ
る
が
自
分
の
経
験
を
も
と
に
以
下
こ
の
半
世
紀
を
都
合
上
四
期
に
わ
け
で
ふ
り
か
え
り
た
い
。

回

一

九

五

四

～

一

九

七

九

…

…

㈲
一
九
七
九
～
一
九
八
〇

回
一
九
八
〇
年
代

刷
一
九
八
九
～
一
九
九
〇
以
降

回
は
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
C
O
－
d
W
a
r
時
代
、
東
西
対
立
の
も
と
に
閉
鎖
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
時
代
で
あ
る
。

㈲
私
は
、
ビ
ル
マ
で
の
国
際
機
関
に
お
け
る
教
育
専
門
家
と
し
て
、
殆
ん
ど
世
界
各
国
の
人
々
や
情
報
に
ふ
れ
、
日
本
の

マ
ス
・
コ
ミ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
さ
な
い
世
界
の
流
れ
の
ほ
ん
の
一
部
で
は
あ
る
が
自
分
の
目
で
見
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ

の
中
で
、
隣
国
で
あ
る
ソ
、
中
、
印
、
北
鮮
、
韓
等
々
の
諸
国
の
素
顔
を
、
毎
日
の
ホ
テ
ル
生
活
と
専
門
家
と
し
て
の
仕
事

か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
た
。

と
く
に
私
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
対
象
で
あ
る
ビ
ル
マ
の
人
々
、
さ
ら
に
協
力
者
で
あ
る
ソ
連
邦
の
飾
ら
な
い
せ
っ
ば
つ
ま

っ
た
婆
を
確
実
に
把
握
す
る
事
が
で
き
た
。
こ
れ
は
当
時
進
行
中
の
東
京
サ
ミ
ッ
ト
の
状
況
を
遠
い
異
国
か
ら
眺
め
世
界
の

将
来
を
私
な
り
に
判
断
す
る
上
に
も
好
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ソ
連
邦
に
つ
い
て
の
そ
の
末
期
的
特
徴
が
極
め
て
顕
著
で
劣
悪
で
あ
る
事
を
自
ら
の
目
で
知
り
え
た
の
は
、
驚
き
で
あ
っ



た
が
、
自
分
の
長
く
住
む
日
本
で
こ
れ
が
必
ず
し
も
充
分
に
察
知
で
き
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
的
マ
ス
・

コ
ミ
の
風
土
に
つ
い
て
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

回
一
九
八
〇
年
代

東
欧
・
ソ
連
邦
の
崩
壊
し
ょ
う
と
す
る
前
兆
が
鈍
感
な
わ
が
国
に
居
っ
て
も
だ
ん
だ
ん
判
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
と
く

に
そ
れ
ら
の
国
々
で
の
経
済
的
危
機
が
見
え
て
来
た
。
そ
の
原
因
が
奈
辺
に
あ
る
か
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

伸
一
九
八
〇
1
一
九
九
〇

そ
れ
ら
の
疑
念
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
顕
在
化
し
て
来
た
。
（
か
く
し
て
一
九
九
一
、
東
欧
に
つ
づ
い
て
、
ソ
連
邦
を
主

と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
崩
壊
を
見
た
。
）

④
　
教
育
の
重
要
性
　
（
と
く
に
市
民
の
主
体
性
確
保
へ
の
道
）

ビ
ル
マ
在
任
中
か
ら
感
じ
た
点
は
、
当
局
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
極
度
に
警
戒
し
ラ
ジ
オ
・
写
真
機
・
テ
ー
プ
コ
ー

ダ
ー
等
の
国
内
持
込
み
に
さ
え
神
経
質
に
対
処
し
、
圧
力
を
加
え
る
状
況
下
で
、
庶
民
が
働
く
意
欲
を
失
い
、
ひ
い
て
は
何

事
も
や
る
気
を
失
わ
せ
、
経
済
的
に
大
陥
没
時
代
を
招
来
し
て
い
る
の
を
見
た
。
そ
れ
に
軍
部
の
弾
圧
と
抑
制
が
さ
ら
に
加

わ
る
と
い
っ
た
調
子
。
こ
れ
が
東
欧
に
も
ソ
連
邦
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
で
吾
々
は
、
マ
ス
・
コ
ミ
に
つ
い
て
一
層
の
研
究
を
進
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
教
育
を
充
実
し
前
進
さ
せ
る

事
が
肝
要
で
あ
る
。
市
民
の
主
体
性
を
確
保
し
、
勤
勉
で
健
康
、
国
際
的
に
も
信
頼
さ
れ
る
市
民
を
え
た
い
。

榔
　
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
諸
理
論

こ
の
事
に
つ
い
て
は
、
シ
ー
パ
ー
、
ピ
ー
タ
ス
ン
、
シ
ユ
ラ
ム
等
に
よ
る
マ
ス
、
メ
デ
ィ
ア
の
四
理
論
（
F
O
u
r
R
a
t
i
O
n
a
－
e
s

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン
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八

三



マス・メディアの四理論

権威主義理論　　　　　　　　　自由主義理論

発達の時期16～17世紀のイギリスで発達1688年以後のイギリスおよびア
と地域　　　し、広汎に受け容れられ、現在　メリカで採用され、その他のと

も多くの地域で行われている。　ころにも影準を及ぼしている。

起源　　　　君主あるいはその政府の絶対権　ミルトン、ロック、ミルの諸著
力の哲学ないしはその両者から　作、および合理主義、自然権の
生まれた。　　　　　　　　　　一般哲学から生まれた。

主目的　　　権力の座にある政府の政策を支　知らせ、楽しませ、売ること。
持し進展させること、および国　しかし主としては真理の発見を
家に奉仕すること。　　　　　　助け、政府をチェックすること。

メディアを　王の特許ないしそれと同等の許　メディアを行使する経済的手段
行使できる　可を得ている者　　　　　　　　をもっている者なら誰でも。
者

メディア統　政府の特許、ギルド、発行許可、「思想の自由市場」における「炎
制の方式　　および時に検肌　　　　　　　理の自働調整作用」、および裁判

所。

禁止事項　　政府機構および当局者批判。　　名誉棄硯、ワイセツ、淫蕩、お
よび戦時治安妨害。

所有形態　　私有ないし公有。　　　　　　　主として私有。

他理論との　政府の政策を実施する手段であ　政府をチェックし、社会の他の
基本的な相　るという点。ただし政府所有で　諸必要をみたす手段であるとい
遠点　　　　ある必要はない。　　　　　　　う点。

社会的責任理論　　　　　　　　　ソヴェト＝全体主義理論

20世紀にアメリカで発達した。　　　　ソ連で発達した。しかし同様のいくつ
かのことがナチスやファシストによっ

ても行われた。

W．E．ホッキングの着古、プレス自由　ヘーゲルと19世紀のロシア的思考の合
委員会、実際家およびメディア倫理綱　成であるマルクス的＝レーニン的＝ス
領から生まれた。　　　　　　　　　　　ターリン的思想から生まれた。

知らせ、楽しませ、売ること。しかし　ソヴェトの社会主義制度の成功と持
主としては抗争を討論のレベルに引き　続、および、特に党の独裁制に寄与す
上げること。　　　　　　　　　　　　　　ること。

言いたいことのある者はすべて権利を　忠誠でかつ正式の党員。
もつ。

社会の世論、消著者の行動、および職　監視および政府の経済的または政治的
業的倫理。　　　　　　　　　　　　　　　行動。

公認されている人権、および重要な刹二　党の目的批判、ただし戦術は別。
合的利益の電大な侵害。

政府が公共サービスを保障するために　公有。
乗り出す必要のある時以外は私有。

アは社会的責任の義務を負わぬ　国家に所有され、完全に統制されたメ
ぬ。もし負わぬ場合は、誰かが　デイアが、国家の武器としてのみ存在
アの行動を監視せねばならぬと　しているという点。



f
O
r
t
h
e
ヨ
a
S
S
m
e
d
i
a
）
　
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

権
威
主
義
理
論
（
A
u
t
h
O
r
i
t
a
r
i
a
n
）
自
由
主
義
理
論
（
L
i
b
e
r
t
a
r
i
a
n
）
社
会
的
責
任
理
論
（
S
O
C
i
a
－
R
e
s
p
O
n
S
i
b
こ
i
t
y
）

ソ
ヴ
エ
ト
＝
全
体
主
義
理
論
　
（
S
O
ま
e
t
・
T
O
t
a
－
i
t
a
r
i
a
n
）
等
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
上
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
の
表
に
よ
っ
て
そ
の
全
貌
を
知
る
事
が
で
き
よ
う
。
表
は
四
理
論
が
ど
の
よ
う
で
あ
る

か
を
知
り
易
く
す
る
た
め
、
八
項
目
に
わ
た
っ
て
検
討
比
較
し
て
い
る
。
即
ち
各
理
論
に
つ
い
て

回
　
そ
の
理
論
の
発
達
し
た
時
期
と
地
域

㈲
　
そ
の
起
源
　
回
　
そ
の
理
論
の
目
的
と
す
る
も
の

刷
　
各
理
論
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
デ
ィ
ア
の
行
使
者
は
誰
か

伺
　
メ
デ
ィ
ア
を
統
制
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
方
式
か

的
　
各
理
論
で
タ
ブ
ー
と
し
て
ふ
れ
て
は
な
ら
な
い
事
項
は
何
か
。

㈲
　
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
所
有
す
る
形
態
は
ど
う
か

㈲
　
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
は
他
の
理
論
と
ど
の
様
な
基
本
的
な
差
異
を
も
っ
て
い
る
の
か

等
で
あ
る
。

6

　

ま

と

め

印
　
平
和
な
世
界
で
快
適
に
生
活
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

自

由
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八

六

従
来
は
一
応
世
界
は
東
西
に
わ
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
陣
営
は
、
生
き
ぬ
く
た
め
に
必
要
な
対
策
を
樹
立
し
堅
持
し
ょ
う

と
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
は
極
め
て
主
観
的
な
点
も
見
ら
れ
た
。

し
か
し
主
体
性
を
人
間
が
持
つ
こ
と
並
び
に
そ
の
為
に
お
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
制
約
を
持
た
せ
な
い
事
が
漸
次

認
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
く
に
独
裁
的
な
行
き
方
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
す
べ
て
の
民
族
・
国
家
が
是
認
す
る
も
の

で
は
な
い
。

む
し
ろ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
が
各
市
民
の
主
体
性
を
保
証
し
、
平
和
的
な
生
活
を
送
る
の
に
必
要
な
事
が
認
め

ら
れ
た
。

榔
　
今
後
の
世
界

こ
の
講
義
を
終
了
す
る
に
当
り
、
私
は
世
界
の
流
れ
を
説
明
し
た
。
そ
し
て
こ
の
流
れ
の
必
然
性
に
疑
念
を
持
た
な
か
っ

た。
今
後
の
世
界
の
情
勢
は
、
マ
ス
コ
ミ
に
つ
い
て
よ
り
進
歩
し
た
姿
に
発
展
し
て
行
く
こ
と
が
望
ま
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
た
め
に
教
育
も
そ
の
責
任
の
一
端
を
に
な
う
事
に
な
ろ
う
。
（
平
成
二
年
）

テ
ー
マ
が
テ
ー
マ
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
論
議
か
ら
約
二
年
後
の
世
界
は
大
き
く
「
激
変
」
し
た
。
東
西
対
立
の
解
消
世

界
の
様
想
の
一
変
。
つ
ゞ
く
湾
岸
戦
争
、
世
界
各
地
の
争
乱
な
ど
国
家
・
民
族
の
も
つ
自
己
主
張
、
特
殊
性
の
強
調
と
、
国

際
化
へ
の
動
き
と
の
間
の
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
の
調
整
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

各
民
族
・
各
国
家
が
も
う
一
度
グ
ロ
ー
バ
ル
な
こ
の
地
域
社
会
と
自
国
の
関
係
を
見
直
さ
ぬ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
突
入
し



て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
す
ば
や
く
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
打
開
が
今
こ
そ
要
請
さ
れ
る
。

注
1
　
平
成
二
年
に
講
議
し
た
も
の
を
こ
ゝ
に
掲
げ
る
。

2
　
の
ち
に
再
独
統
一
な
り
約
八
千
万
の
ド
イ
ツ
民
族
統
一
が
成
っ
た
。

3
　
政
治
的
な
概
念
に
は
同
一
概
念
に
相
反
す
る
意
味
が
主
張
さ
れ
て
い
る
そ
の
た
め
話
し
合
い
を
困
難
に
し
て
い

る。

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

自

由




