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日
本
語
版
へ
の
序
文

私
の
本
が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
、
新
た
な
読
者
に
届
く
こ
と
を
大
変
う
れ
し
く
、
光
栄
に
思
っ
て
い
る
。
あ
な
た
が

本
書
を
手
に
取
っ
た
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
政
治
に
お
け
る
感
情
の
役
割
に
関
し
て
よ
り
多
く
を
学
ぶ
こ
と
に
何
ら
か
の
興

味
が
あ
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
こ
の
一
〇
年
間
、
様
々
な
状
況
下
で
、
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
、
国
民
国
家
、
ロ
ー
カ
ル

と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
規
模
で
生
じ
る
出
来
事
を
め
ぐ
る
ニ
ュ
ー
ス
が
展
開
す
る
中
で
私
は
こ
の
テ
ー
マ
の
研
究
に
没
頭

し
て
き
た
。
と
は
い
え
、
メ
デ
ィ
ア
政
治
に
お
け
る
感
情
の
役
割
は
長
ら
く
多
く
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、

あ
る
い
は
無
視
さ
れ
て
き
た
。
私
が
研
究
を
開
始
し
た
時
期
に
は
、
こ
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
価
値
や
関
心

を
見
い
だ
す
研
究
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
な
ぜ
広
範
に
抱
か
れ
て

き
た
の
か
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
私
は
こ
の
テ
ー
マ
が
重
要
だ
と
固
く
信
じ
、
固
執
し
続
け
た
。

そ
し
て
幸
運
に
も
、
本
書
の
執
筆
段
階
で
は
す
で
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
や
メ
デ
ィ
ア
研
究
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
研
究
の
研
究
者
に
よ
っ
て
感
情
が
再
検
討
さ
れ
る
大
き
な
転
換
期
に
差
し
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
〇
一
八
年
五
月
に
本
書
を
書
き
終
え
た
と
き
─
─
す
で
に
二
年
以
上
前
だ
が
、
世
界
は
二
〇
二
〇
年
の
今
日
の
状

況
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
に
よ
る
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
一
三
週
目
に
私

は
こ
の
序
文
を
書
い
て
い
る
。
現
下
の
緊
急
事
態
が
ゆ
っ
く
り
と
進
展
す
る
中
で
、
私
た
ち
の
関
心
事
も
ま
た
変
化
し
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て
き
た
。
私
た
ち
は
世
界
中
の
多
く
の
人
々
の
日
常
生
活
が
予
期
し
な
い
形
で
破
壊
さ
れ
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。

メ
デ
ィ
ア
は
こ
の
混
乱
状
況
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
感
情
的
な
動
揺
を
報
道
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う

点
に
お
い
て
、
今
ま
で
以
上
に
重
要
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
ま
り
に
も
多
く
の
人
々
の
死
に
対
す
る
恐
怖

や
悲
し
み
、
自
ら
の
生
命
と
生
活
を
失
う
こ
と
へ
の
恐
怖
、
そ
し
て
こ
の
困
難
に
向
き
合
う
中
で
生
じ
た
共
感
と
連
帯

に
至
る
ま
で
、
危
機
を
め
ぐ
る
具
体
的
語
り
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
だ
け
で
な
く
、
伝
統
的
な
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア

の
媒
介
作
用
を
通
じ
て
活
性
化
し
た
の
で
あ
る
。

二
〇
二
〇
年
一
月
に
、
こ
の
新
し
く
謎
に
満
ち
た
ウ
イ
ル
ス
が
中
国
武
漢
で
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
引
き
起
こ
し
た
と
報

じ
ら
れ
た
ま
さ
に
そ
の
時
か
ら
、
私
は
こ
の
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
に
関
す
る
報
道
に
見
ら
れ
る
感
情
的
な
ト
ー
ン
に
衝
撃

を
受
け
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
の
初
期
段
階
、
少
な
く
と
も
西
側
メ
デ
ィ
ア
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
と
っ

て
、
こ
の
出
来
事
は
中
国
の
一
地
方
と
い
う
遠
く
離
れ
た
場
所
で
生
じ
る
恐
怖
の
ド
ラ
マ
で
あ
っ
た
。
二
〇
二
〇
年
二

月
一
四
日
に
〔
非
営
利
の
ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト
〕『
ザ
・
コ
ン
バ
セ
ー
シ
ョ
ン
』
で
公
表
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
報
道

に
関
す
る
さ
さ
や
か
な
研
究
の
中
で
、
私
は
次
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
未
知
の
部
分
が
多
い
こ
の
病
気

に
関
し
て
、
報
道
の
多
く
が
人
々
の
恐
怖
を
喚
起
す
る
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
憶
測
に
頼
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（W

ahl-

Jorgensen, 2020

）。
そ
の
後
、
私
た
ち
は
こ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
こ
れ
ま
で
に
な
い
深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
す
危
機
へ

と
発
展
す
る
様
を
目
撃
し
て
き
た
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
場
所
を
同
時
に
襲
い
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
も
ロ
ー
カ
ル

な
レ
ベ
ル
で
も
測
り
知
れ
な
い
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
中
国
の
人
々
が
感
じ
た
恐
怖
は
、
世
界
中

の
人
々
が
経
験
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
と
り
わ
け
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
本
書
が
多
様
な
感
情
に
つ
い
て
幅
広
く
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分
析
す
る
重
要
性
を
前
提
と
し
て
い
る
一
方
で
、
恐
怖
の
役
割
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ

の
代
わ
り
、
い
く
つ
か
の
章
で
は
重
要
な
政
治
的
感
情
と
し
て
の
怒
り
に
注
目
し
、
支
配
的
な
感
情
の
レ
ジ
ー
ム
に
と

っ
て
怒
り
は
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
論
じ
た
（Reddy, 2001

）。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
め
ぐ
る
最
近
の
出
来
事

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
恐
怖
は
優
勢
で
あ
る
も
の
の
、
唯
一
の
感
情
で
は
な
い
。
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
で
動
け
な
い

人
々
は
恐
怖
だ
け
で
な
く
、
退
屈
や
孤
独
も
感
じ
て
い
る
。
あ
る
い
は
恐
怖
は
命
を
奪
わ
れ
た
人
々
に
対
す
る
悲
し
み

の
感
情
に
伴
っ
て
現
れ
る
。
そ
し
て
怒
り
は
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
も
消
え
去
っ
て
い
な
い
。
こ
の
数
か
月
の
間
、
私

た
ち
は
怒
り
が
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ヴ
ズ
・
マ
タ
ー
」（Black Lives M

atter

以
下
、
Ｂ
Ｌ
Ｍ
）
運
動
を
グ
ロ
ー
バ
ル

な
レ
ベ
ル
で
駆
り
立
て
て
き
た
の
を
目
撃
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
抗
議
活
動
は
正
義
を
め
ぐ
る
問
い
が
連
帯
や
共
感

と
い
っ
た
肯
定
的
な
感
情
的
関
わ
り
の
基
盤
を
提
供
す
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
書
の
議
論
で

も
反
映
さ
れ
た
知
見
で
あ
る
。
他
の
場
合
と
同
様
に
、
Ｂ
Ｌ
Ｍ
運
動
を
支
え
る
感
情
的
関
与
は
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
生

じ
た
の
で
は
な
く
、
長
き
に
わ
た
る
構
造
的
な
不
正
義
に
対
す
る
不
満
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
て
い
た
。
Ｂ
Ｌ
Ｍ
運
動
を

め
ぐ
る
報
道
は
ま
さ
に
本
書
の
重
要
な
テ
ー
マ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
つ
ま
り
、
感
情
と
は
合
理
性
と
対
立
す
る
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
状
に
対
す
る
合
理
的
反
応
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
二
〇
二
〇
年
を
振

り
返
る
と
き
、
お
そ
ら
く
恐
怖
を
重
要
な
感
情
と
し
て
新
た
に
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
経

験
し
て
い
る
恐
ろ
し
い
状
況
に
お
け
る
き
わ
め
て
合
理
的
な
感
情
で
あ
り
、
感
情
・
メ
デ
ィ
ア
・
政
治
を
め
ぐ
る
今
後

の
研
究
が
注
目
す
べ
き
対
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
感
情
が
決
し
て
静
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
た
ち
を
取
り
巻
く

出
来
事
へ
の
反
応
の
中
で
継
続
的
に
変
化
す
る
と
い
う
事
実
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
出
来
事
は
、
個
々
の
報
道
に
収



4

ま
る
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
長
期
に
わ
た
っ
て
私
た
ち
の
生
活
の
基
本
的
な
諸
相
を
変
え
て
し
ま

う
よ
う
な
重
大
な
危
機
な
の
だ
。
そ
れ
は
人
と
の
関
わ
り
方
か
ら
情
報
の
共
有
、
買
い
物
、
学
習
、
抗
議
の
仕
方
、
く

つ
ろ
ぎ
方
、
愛
情
の
示
し
方
に
ま
で
及
ぶ
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
収
束
後
に
現
れ
る
世
界
と
、
そ
れ
を
意
味
づ
け
よ
う
と
す

る
メ
デ
ィ
ア
組
織
は
こ
れ
ま
で
と
ま
っ
た
く
異
な
る
形
に
な
る
に
違
い
な
い
。
基
本
的
に
人
文
社
会
科
学
の
今
後
の
研

究
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
現
れ
る
世
界
を
対
象
と
す
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
変
化
に
社

会
が
対
応
す
る
と
き
、
そ
れ
に
伴
っ
て
生
じ
る
感
情
や
、
そ
れ
が
メ
デ
ィ
ア
で
報
道
さ
れ
議
論
さ
れ
る
方
法
は
私
た
ち

の
集
合
的
な
意
味
構
築
過
程
に
不
可
欠
と
な
る
の
だ
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
の
執
筆
時
に
私
が
最
初
に
感
じ
た
疑
問
、
つ
ま
り
感
情
が
メ
デ
ィ
ア
コ
ン
テ
ン
ツ
の
生
産
や

テ
ク
ス
ト
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
を
介
し
て
ど
の
よ
う
に
広
が
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
切
迫
し
て
い

る
。
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
感
情
の
複
雑
性
や
、
感
情
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
い
か
な
る
結
果

を
も
た
ら
す
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
課
題
に
つ
い
て
私
一
人
だ
け
で
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
と
は
思
わ
な
い
。
本
書
が
こ
れ
ら
の
問
い
に
つ
い
て
の
議
論
を
多
く
の
人
々
に
向
け
て
開
く
一
助
と

な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

カ
ー
デ
ィ
フ
、
二
〇
二
〇
年
六
月

カ
リ
ン
・
ウ
ォ
ー
ル=

ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン
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訳
者
あ
と
が
き

本
書
は
、K

arin W
ahl-Jorgensen, E

m
otions, M

edia and Politics

（Polity, 2019

）
の
全
訳
で
あ
る
。

著
者
の
カ
リ
ン
・
ウ
ォ
ー
ル=

ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン
は
デ
ン
マ
ー
ク
と
ア
メ
リ
カ
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
動
し
た

後
、
ア
メ
リ
カ
の
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
博
士
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
の
学
位
を
取
得
し
た
。
そ
し
て
現
在
、

イ
ギ
リ
ス
の
カ
ー
デ
ィ
フ
大
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
メ
デ
ィ
ア
・
文
化
学
部
の
教
授
を
つ
と
め
て
い
る
。
本
書
を
除
く

二
〇
二
〇
年
九
月
現
在
の
研
究
書
（
単
著
、
共
著
お
よ
び
編
著
）
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・Lew
is, J., Inthorn, S., and W

ahl-Jorgensen, K
. 

（2005

） Citizens or Consum
ers?: W

hat the M
edia 

T
ell U

s A
bout Political Participation. M

aidenhead, England; N
ew

 Y
ork: O

pen U
niversity Press.

・W
ahl-Jorgensen, K

. 

（2007

） Journalists and the Public: N
ew

sroom
 Culture, Letters to the E

di-
tor, and D

em
ocracy. Creskill, N

J: H
am

pton Press.

・W
ahl-Jorgensen, K

. 

（ed.

） （2007

） M
ediated Citizenships. London: Routledge.

・W
ahl-Jorgensen, K

. and H
anitzsch, T

. 

（eds.

） （2009

） T
he H

andbook of Journalism
 Studies. N

ew
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Y
ork; London: Routledge.

・Pantti, M
., W

ahl-Jorgensen, K
., and Cottle, S. （2012

） Disasters and the M
edia. N

ew
 Y

ork; O
xford: 

Peter Lang.
・H

intz, A
., D

encik, L., and W
ahl-Jorgensen, K

. 

（2018

） D
igital Citizenship in a D

atafied Society. 
N

ew
ark: Polity Press.

・A
llan, S., Carter, S., Cushion, S., D

encik, L., Garcia-Blanco, I., H
arris, J., Sam

brook, R., W
ahl-

Jorgensen, K
., and W

illiam
s, A

. 

（eds.

） （2019

） T
he Future of Journalism

: R
isks, T

hreats and 
O

pportunities. London: Routledge.

・W
ahl-Jorgensen, K

., H
intz, A

., D
enick, L. and Bennett, L. 

（eds.

） （2020

） Journalism
, Citizenship 

and Surveillance Society. Cam
bridge: Routledge.

・W
ahl-Jorgensen, K

. and H
anitzsch, T

. （eds.

） （2020

） T
he H

andbook of Journalism
 Studies Second 

E
dition. N

ew
 Y

ork: Routledge.

こ
れ
ら
の
研
究
に
ウ
ォ
ー
ル=

ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
政
治
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
感
情
と
の
関
係
性
を
め
ぐ

る
問
題
関
心
の
進
展
が
表
れ
て
い
る
。Journalists and the Public

は
、
彼
女
の
博
士
論
文
を
も
と
に
し
た
も
の
で

あ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
を
介
し
て
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
公
共
圏
概
念
に
関
心
を
持
っ
た
彼
女
は
、
新
聞

の
投
書
欄
を
公
的
議
論
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
位
置
づ
け
、
投
書
の
選
択
過
程
の
調
査
か
ら
こ
の
公
的
議
論
へ
の
参
加
条
件

を
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、「
公
共
圏
」
と
し
て
争
点
に
関
心
を
持
っ
た
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
開
か
れ
、
か
つ
理
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性
的
な
議
論
が
期
待
さ
れ
る
投
書
欄
に
お
い
て
、
実
際
に
は
感
情
的
な
投
書
が
好
ま
れ
て
選
択
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
こ
の
研
究
の
後
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
お
け
る
公
的
討
論
と
市
民
参
加
に
関
し
て
調
査
を
進
め

る
中
で
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
「
敵
対
性
」（
ム
フ 2005

＝2008

）
に
よ
り
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る

（W
ahl-Jorgensen 2019

）。
そ
し
て
「
我
々
」
と
「
彼
ら
」
と
を
分
断
す
る
「
怒
り
」
や
「
憎
し
み
」
と
い
っ
た
感
情

が
中
心
的
な
研
究
テ
ー
マ
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
関
心
の
変
遷
を
通
じ
て
メ
デ
ィ
ア
政
治
や
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
に
お
け
る
感
情
の
位
置
づ
け
や
役
割
に
焦
点
を
当
て
、
ニ
ュ
ー
ス
の
分
析
を
重
ね
て
き
た
成
果
が
本

書
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
メ
デ
ィ
ア
政
治
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
に
と
っ
て
「
感
情
」
が
今
日
的
な
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
目
下
展
開
し
て
い
る
現
実
政
治
を
よ
り
深
く
分
析
す
る
た
め
で
あ
る
。「
ト
ラ
ン
プ
現
象
」

や
「
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
」
に
代
表
さ
れ
る
現
代
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
の
隆
盛
に
始
ま
り
、「M

e T
oo

」
や
「Black 

Lives M
atter

」
な
ど
も
含
め
た
広
範
な
政
治
現
象
の
中
で
表
出
・
表
象
さ
れ
る
「
怒
り
」
に
学
術
的
な
関
心
が
寄
せ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
「
ポ
ス
ト
真
実
」
と
い
う
状
況
と
も
連
動
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
政
治
現
象
で
は
メ
デ

ィ
ア
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
や
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
・
ア
ク
テ
ィ

ビ
ズ
ム
の
参
加
者
の
感
情
を
拡
散
す
る
。
一
連
の
出
来
事
は
主
流
メ
デ
ィ
ア
の
ニ
ュ
ー
ス
に
よ
っ
て
社
会
的
に
広
く
共

有
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
治
家
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
が
し
ば
し
ば
主

流
メ
デ
ィ
ア
に
向
け
る
怒
り
や
不
信
も
そ
こ
に
は
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
「
感

情
の
政
治
」
が
注
目
さ
れ
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
機
能
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
一
方
で
、「
感
情
」
の
分
析
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
と
い
う
点
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
政
治
の
研
究
、
と
く
に

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
含
め
た
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
研
究
は
社
会
科
学
の
中
で
も
最
も
立
ち

遅
れ
た
領
域
の
一
つ
と
も
言
え
る
。
社
会
科
学
全
体
と
し
て
は
、
感
情
を
分
析
の
中
心
に
据
え
た
研
究
の
潮
流
が
こ
の

数
十
年
の
間
で
厚
み
を
増
し
て
き
た
。
今
日
に
至
る
こ
の
潮
流
を
形
作
っ
て
き
た
中
心
は
社
会
学
で
あ
っ
た
。
本
書
で

も
た
び
た
び
言
及
さ
れ
て
い
る
ア
ー
リ
ー
・
ホ
ッ
ク
シ
ー
ル
ド
の
『
管
理
さ
れ
る
心
』
に
代
表
さ
れ
る
感
情
の
社
会
学

は
政
治
学
や
人
類
学
な
ど
、
他
の
社
会
科
学
の
諸
領
域
を
巻
き
込
み
な
が
ら
発
展
を
遂
げ
た
（
岡
原
・
山
田
・
安
川
・

石
川 1997: 3 

）。

こ
う
し
た
中
で
─
─
少
な
く
と
も
「
感
情
」
の
社
会
科
学
的
分
析
が
発
展
し
た
こ
の
数
十
年
間
─
─
メ
デ
ィ
ア
政
治

や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
は
、「
感
情
」
を
重
要
な
も
の
と
は
み
な
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
同
じ
メ
デ
ィ
ア
を

対
象
と
し
た
研
究
の
中
で
も
こ
う
し
た
動
向
に
い
ち
早
く
応
答
し
、
さ
ら
に
近
年
の
「
情
動
論
的
転
回
」
を
受
け
た
独

自
の
研
究
に
取
り
組
む
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
対
照
的
だ
と
言
え
る
（
伊
藤 2017; 

2018 

参
照
）。

「
感
情
」
の
分
析
が
立
ち
遅
れ
て
き
た
理
由
は
本
書
に
詳
し
い
。
第
一
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
公
共
圏
概
念
の
影
響

に
典
型
的
な
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア
政
治
の
研
究
で
は
「
感
情
」
と
「
合
理
性
」
を
二
項
対
立
と
し
て
捉
え
、
後
者
を
望

ま
し
い
も
の
と
価
値
づ
け
る
暗
黙
の
前
提
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
出
来
事
は
「
客
観
的
」
に
表
象

可
能
で
あ
り
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
客
観
報
道
主
義
と
い
う
原
理
な
い
し
理
念
が
支
配
的

で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
感
情
を
不
問
に
し
、
あ
る
い
は
不
可
視
化
す
る
機
能
を
果
た
し
て
き
た
。
し
か
し

な
が
ら
、「
感
情
の
政
治
」
が
噴
出
す
る
今
日
の
状
況
を
背
景
に
、
メ
デ
ィ
ア
政
治
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
に
お
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い
て
「
感
情
」
の
分
析
を
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
が
改
め
て
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
書
の
概
要
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

序
章
か
ら
第
3
章
ま
で
は
ニ
ュ
ー
ス
に
お
け
る
感
情
を
分
析
す
る
た
め
の
視
座
や
概
念
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
序

章
お
よ
び
第
1
章
で
は
、
ニ
ュ
ー
ス
や
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
の
研
究
に
と
っ
て
、
な
ぜ
感
情
が
重
要
な
の
か
を

論
じ
て
い
る
。
人
文
社
会
科
学
に
お
け
る
感
情
の
研
究
の
動
向
を
参
照
し
つ
つ
、
感
情
が
構
築
さ
れ
、
社
会
的
に
競
合

し
、
あ
る
い
は
共
有
さ
れ
る
過
程
と
そ
の
政
治
的
帰
結
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
メ
デ
ィ
ア
、
と
く
に
ニ
ュ
ー
ス
に
注
目

す
る
こ
と
の
意
義
が
示
さ
れ
る
。
第
2
章
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
実
践
の
中
に
感
情
が
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
、

あ
る
い
は
ニ
ュ
ー
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
表
象
さ
れ
る
の
か
を
「
戦
略
的
儀
礼
」
や
「
感
情
労
働
」
概
念
を
手
が
か
り
に
検

討
し
て
い
る
。
第
3
章
で
は
、
個
人
の
語
り
が
真
正
性
を
高
め
、
共
感
を
生
む
よ
う
に
な
っ
た
状
況
を
い
く
つ
か
の
メ

デ
ィ
ア
表
象
を
事
例
に
論
じ
て
い
る
。

こ
う
し
た
視
座
や
概
念
を
踏
ま
え
つ
つ
、
メ
デ
ィ
ア
政
治
の
現
代
的
諸
相
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
が
第
4
章
か
ら

第
7
章
で
あ
る
。
第
4
章
と
第
5
章
は
、
感
情
の
中
で
も
「
怒
り
」
に
焦
点
を
当
て
、
メ
デ
ィ
ア
で
表
象
さ
れ
る
怒
り

が
常
に
「
非
合
理
的
」
な
も
の
と
み
な
さ
れ
ず
、
し
ば
し
ば
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、

「
ト
ラ
ン
プ
現
象
」
を
め
ぐ
る
報
道
で
は
「
怒
り
」
の
表
現
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
多
く
な
り
、
む
し
ろ
「
怒
り
」
を
表

現
す
る
こ
と
で
幅
広
く
支
持
者
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
「
怒
り
」
の
表
現
は
、
政
治

社
会
全
体
の
「
感
情
の
レ
ジ
ー
ム
」
の
変
容
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
怒
り
の
表
現
に
加
え
て
、
第
6

章
で
は
肯
定
的
な
感
情
で
あ
る
「
愛
情
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
フ
ァ
ン
文
化
の
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
オ
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ー
デ
ィ
エ
ン
ス
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
ユ
ー
ザ
ー
の
政
治
的
関
与
の
実
態
や
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
第
7
章
で
は
、「
怒
り
」
や
「
愛
情
」
と
い
っ
た
感
情
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
広
が
る
背
景
に
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
メ
デ
ィ
ア
企
業
が
収
益
を
得
る
た
め

に
人
々
の
肯
定
的
な
感
情
を
促
進
す
る
よ
う
な
制
度
設
計
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
人
々
の
政
治
参
加
や
政
治
的
討

議
に
も
た
ら
す
帰
結
に
つ
い
て
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
メ
デ
ィ
ア
政
治
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
に
と
っ
て
「
感
情
」
を
問
う
こ
と
が
な
ぜ
重

要
な
の
か
を
説
得
的
に
論
じ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
、
第
一
に
ト
ラ
ン
プ
現
象
や
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
・
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム

に
留
ま
ら
ず
、
ピ
ュ
ー
リ
ツ
ァ
ー
賞
受
賞
記
事
か
ら
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
至
る
ま
で
の
豊
富
な
事
例
研
究
を
通
じ

た
多
様
な
知
見
の
提
示
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、「
怒
り
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」、「
感
情
を
め
ぐ
る
戦
略
的
儀
礼
」、
あ

る
い
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
「
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
よ
る
感
情
管
理
」
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
興
味
深
い
分

析
概
念
や
分
析
戦
略
が
活
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
本
書
は
感
情
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
政
治
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
の
「
出
発
点
」
で
あ
り
、

「
到
達
点
」
で
は
な
い
。
今
後
、
こ
の
領
域
で
多
く
の
経
験
的
な
分
析
を
蓄
積
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
分
析
概
念
や

理
論
も
考
察
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
最
も
留
意
す
べ
き
は
、
メ
デ
ィ
ア
政
治
や
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
の
初
期
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
大
衆
社
会
論
の
知
見
が
十
分
に
参
照
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
テ
ー
マ
を
扱
う
上
で
、
例
え
ば
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
リ
ッ
プ
マ
ン
の
『
世
論
』
は
批
判
的
に
で
あ
れ
、

言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
過
去
の
研
究
に
お
い
て
、
感
情
が
本
当
に
「
不
要
な
も
の
」
と
切
り
捨
て
ら
れ
て
き
た
と
断
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言
で
き
る
の
か
、
慎
重
な
検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
感
情
の
諸
問
題
や
可
能
性
が
民
主

主
義
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

無
論
の
こ
と
、
こ
の
新
た
な
テ
ー
マ
を
学
術
的
、
あ
る
い
は
実
践
的
に
ど
の
よ
う
に
深
め
、
発
展
さ
せ
る
の
か
は
私

た
ち
自
身
に
と
っ
て
の
現
代
的
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
全
体
的
な
見
取
り
図
、
そ
し
て
分
析
概
念
や
分
析
戦
略
の

い
く
つ
か
を
提
示
し
た
本
書
は
そ
の
有
用
な
手
が
か
り
と
な
る
。

本
書
の
翻
訳
作
業
は
、
三
谷
が
序
章
、
第
2
章
、
第
4
章
、
第
5
章
、
終
章
を
、
山
腰
が
第
1
章
、
第
3
章
、
第
6

章
、
第
7
章
を
担
当
し
、
お
互
い
に
確
認
・
修
正
・
議
論
し
な
が
ら
進
め
た
。
著
者
で
あ
る
ウ
ォ
ー
ル=

ヨ
ル
ゲ
ン
セ

ン
氏
に
は
メ
ー
ル
で
内
容
や
用
語
の
確
認
を
行
っ
た
。
と
は
い
え
、
不
十
分
な
箇
所
も
あ
る
か
と
思
う
。
読
者
の
皆
様

か
ら
の
ご
指
摘
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
、
本
翻
訳
は
慶
應
義
塾
大
学
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
研
究
所
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
現
代
民
主
主
義
に
お
け
る
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
」
の
成
果
の
一
部

で
あ
る
。

本
翻
訳
は
多
く
の
方
の
ご
助
力
が
な
け
れ
ば
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
く
に
、
メ
ー
ル
で
の
質
問
に
快

く
回
答
い
た
だ
き
、
日
本
語
版
へ
の
序
文
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
カ
リ
ン
・
ウ
ォ
ー
ル=

ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン
氏
に
深
く
感

謝
し
た
い
。
ま
た
、
本
書
の
翻
訳
の
企
画
に
お
声
が
け
く
だ
さ
り
、
校
正
な
ど
で
も
丁
寧
に
ご
指
摘
・
ご
助
言
を
い
た

だ
い
た
勁
草
書
房
の
鈴
木
ク
ニ
エ
氏
に
も
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

二
〇
二
〇
年
九
月

三
谷
文
栄
・
山
腰
修
三
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