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問
題
の
所
在

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
が
発
達
し
た
現
代
社
会
に
お
い
て
、
我
々
は
遠
く
の
出
来
事
を
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
間
接
的
に
経
験
し
て

い
る
。
近
年
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
広
ま
り
に
よ
り
、「
遠
く
の
」
出
来
事
と
さ
れ
て
き
た
国
際
的
な
出
来
事
を
瞬
時
に
経
験
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
、
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
に
旅
客
機
が
突
入
し
た
。

こ
の
映
像
は
直
ち
に
世
界
の
人
々
に
伝
達
さ
れ
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
恐
怖
心
を
植
え
つ
け
た
。
二
〇
〇
五
年
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
『
ユ

ラ
ン
ズ
・
ポ
ス
テ
ン
』
紙
に
掲
載
さ
れ
た
ム
ハ
ン
マ
ド
の
風
刺
画
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
広
く
閲
覧
さ
れ
、
中
東
で
反
発
を
引
き

起
こ
し
た
。
二
〇
一
〇
年
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
青
年
が
警
察
に
抗
議
す
る
た
め
に
焼
身
自
殺
を
し
た
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
で
共
有
さ
れ
た
そ
の
映
像
は
、
そ
の
後
の
中
東
各
地
で
生
じ
た
民
主
化
運
動
を
発
生
さ
せ
る
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
。
二
〇
一
一

年
の
東
日
本
大
震
災
の
津
波
の
映
像
は
世
界
を
め
ぐ
り
、
日
本
へ
の
支
援
が
相
次
い
だ
。Black Lives M

atter

やM
eT

oo

運
動
の
よ

う
に
、
世
界
の
ど
こ
か
で
生
じ
た
出
来
事
が
ニ
ュ
ー
ス
と
な
り
、
一
瞬
に
し
て
世
界
中
に
広
ま
っ
て
い
る
。
国
際
的
な
出
来
事
を
伝
え
る

ニ
ュ
ー
ス
を
通
じ
て
人
々
が
恐
怖
心
や
同
情
と
い
っ
た
何
ら
か
の
感
情
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
は
日
常
的
な
こ
と
と
な
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
国
際
社
会
の
出
来
事
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
を
通
じ
た
間
接
的
な
経
験
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
促
進
さ
れ
て
き
た
。
そ

の
間
接
的
な
経
験
を
通
じ
て
、
我
々
は
国
際
社
会
に
対
す
る
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
や
感
情
を
抱
い
て
い
る
。
国
際
社
会
や
他
国
に
対
す
る
イ

メ
ー
ジ
や
感
情
は
、
出
来
事
が
発
生
す
る
以
前
の
報
道
に
よ
っ
て
構
築
・
共
有
さ
れ
て
お
り
、
諸
外
国
で
生
じ
た
出
来
事
に
刺
激
さ
れ
て

社
会
で
表
出
・
噴
出
す
る
。
こ
う
し
た
現
代
社
会
の
状
況
は
、
国
際
社
会
の
出
来
事
に
関
す
る
報
道
が
社
会
で
受
容
さ
れ
、
共
有
さ
れ
て

い
く
過
程
を
分
析
す
る
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。

重
要
な
点
は
、
国
際
社
会
で
生
じ
る
戦
争
や
紛
争
、
そ
の
中
で
も
自
国
の
外
交
政
策
は
、
メ
デ
ィ
ア
で
大
き
く
報
道
さ
れ
る
傾
向
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
我
々
の
イ
メ
ー
ジ
や
感
情
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
現
代
の
民
主
主
義
社
会
に
お
い

て
、
外
交
政
策
は
社
会
の
価
値
観
を
反
映
し
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
外
交
政
策
に
関
す
る
報
道
が
イ
メ
ー
ジ
や
感
情
を
形
成
す
る
の

み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
や
感
情
と
い
っ
た
社
会
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
観
も
ま
た
、
外
交
政
策
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
換
言
す
る
と
、
現
代
の
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
は
外
交
政
策
に
か
か
わ
る
ア
ク
タ
ー
、
メ
デ
ィ
ア
、
そ
し
て
反
応
す
る
世

論
が
関
係
し
て
い
く
諸
過
程
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
外
交
政
策
と
メ
デ
ィ
ア
、
世
論
の
相
互
に
作
用
す
る
諸
過
程
を
考
慮

す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

歴
史
認
識
問
題
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
東
ア
ジ
ア
で
は
、
中
国
や
韓

国
に
お
い
て
反
日
デ
モ
が
発
生
し
、
そ
う
し
た
デ
モ
の
報
道
が
日
本
の
反
韓
・
反
中
感
情
を
刺
激
す
る
こ
と
で
、
歴
史
認
識
問
題
が
争
点

化
し
た
。
日
本
で
は
排
他
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
主
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
噴
出
し
、
そ
れ
が
他
国
に
伝
わ
る
こ
と
に
よ
り
東

ア
ジ
ア
諸
国
間
の
溝
が
一
層
深
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
報
道
を
通
じ
て
関
係
国
の
イ
メ
ー
ジ
が
構
築
さ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
き
形
成

さ
れ
た
世
論
が
外
交
政
策
の
遂
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
近
年
で
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
の
複
雑
な
現
状
は
、
国
際
社
会
や
政
府
間
の
み
な
ら
ず
、
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
を
加
え
た
枠
組
み
を
用
い
て
分
析
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
長
期
に
わ
た
っ
て
社
会
で
議
論
さ
れ
て
き
た
歴
史
認
識
問
題
は
現
状
の
分
析
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
そ
の
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問
題
が
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
に
は
、
過
去
と
の
連
続

線
上
で
人
々
の
意
識
が
作
ら
れ
て
い
る
点
を
視
野
に
お
さ
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

本
書
は
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
観
点
か
ら
、
外
交
政
策
や
外
交
問
題
に
関
与
す
る
政
治
エ
リ
ー
ト
、
メ
デ
ィ
ア
、
世
論
の

三
者
間
の
関
係
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
意
義
と
し
て
は
、
以
下
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
知
見
を
活
か
し
な
が
ら
、
外
交
政
策
や
外
交
問
題
の
政
治
エ
リ
ー
ト
と
メ
デ
ィ
ア
、
世
論

の
関
係
を
分
析
す
る
、
新
た
な
枠
組
み
を
構
想
し
う
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
研
究
対
象
や
研
究
手
法
は

多
様
で
あ
り
、
ま
た
政
治
的
・
社
会
的
な
状
況
に
影
響
を
受
け
る
。
伝
統
的
に
は
情
報
伝
達
の
動
機
や
背
景
、
影
響
力
の
資
源
な
ど
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
、
特
に
何
ら
か
の
政
治
的
な
目
的
を
持
っ
た
政
治
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
人
々
に
情
報
を
伝
達
す
る
と
い
う
過
程
が
重
視
さ
れ

て
い
た
（Lilleker 2006: 1

、
図
1
参
照
）。

し
か
し
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義
は
、
現
代
の
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
、
特
に
メ
デ
ィ
ア
の
役
割

を
考
え
る
と
適
切
と
は
言
え
な
い
。
本
書
は
そ
う
し
た
伝
統
的
な
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
異
な
る
定
義
を
用
い
て
論
じ
て
い
る
。

近
年
の
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
で
は
以
下
の
三
つ
の
ア
ク
タ
ー
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
互
作
用
の
過
程
を
重
視
す
る

（
図
2
）。
そ
の
ア
ク
タ
ー
と
は
政
治
エ
リ
ー
ト
、
有
権
者
や
社
会
運
動
組
織
な
ど
政
治
エ
リ
ー
ト
と
は
異
な
る
ア
ク
タ
ー
、
そ
し
て
メ
デ

ィ
ア
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
は
外
交
政
策
及
び
そ
れ
に
携
わ
る
政
治
エ
リ
ー
ト
、
メ
デ
ィ
ア
、
世
論
の
相
互
作
用
が
ど
の
よ
う
に
外

交
問
題
に
影
響
を
与
え
る
の
か
、
ま
た
は
外
交
問
題
が
三
者
間
の
相
互
作
用
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
を
考
察
す
る
。
こ
う
し
た

政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
有
す
る
広
範
な
政
治
的
・
社
会
的
文
脈
か
ら
外
交
政
策
を
捉
え
る
視
点
が
、
政
治
エ
リ
ー
ト
と
メ
デ
ィ

ア
、
世
論
の
関
係
を
対
象
と
し
た
先
行
研
究
で
は
十
分
に
活
か
し
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
本
書
の
見
解
で
あ
る
。

無
論
の
こ
と
、
外
交
政
策
に
携
わ
る
政
治
エ
リ
ー
ト
、
メ
デ
ィ
ア
、
世
論
の
三
者
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
国

際
政
治
学
に
お
い
て
も
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
に
関
し
て
言
及
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
主
と
し
て
政
治
エ
リ
ー
ト
ら
に
よ
る
情
報
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操
作
の
観
点
か
ら
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
メ
デ
ィ

ア
と
世
論
は
、
政
治
エ
リ
ー
ト
ら
が
支
持
を
取
り
付
け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る

「
道
具
」
と
み
な
さ
れ
、
主
体
的
・
自
律
的
な
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

他
方
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
で
三
者
関
係
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
き
た
こ

れ
ま
で
の
研
究
で
も
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
方
向
的
な
伝
達
モ
デ

ル
に
基
づ
く
も
の
や
、
ニ
ュ
ー
ス
制
作
過
程
に
お
け
る
直
接
取
材
の
困
難
性
と
い

っ
た
観
点
か
ら
結
果
的
に
政
治
エ
リ
ー
ト
の
情
報
操
作
の
優
位
性
を
指
摘
す
る
も

の
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
は
道
具

的
な
役
割
を
果
た
す
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

本
書
は
、
こ
う
し
た
見
解
と
は
異
な
る
視
座
に
基
づ
い
て
い
る
。
外
交
政
策
以

外
の
問
題
や
争
点
を
対
象
と
し
た
多
く
の
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
に
お
い

て
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
自
身
の
観
点
か
ら
取
材
・
報
道
す
る
主
体
的
か
つ
自

律
的
な
存
在
と
さ
れ
て
き
た
。
世
論
も
ま
た
、
必
ず
し
も
政
治
エ
リ
ー
ト
ら
に
よ

っ
て
操
作
さ
れ
る
対
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
論
が
政
治
エ
リ
ー
ト
ら
の
政
治
的

な
行
為
に
影
響
を
与
え
る
場
合
も
想
定
さ
れ
、
重
要
な
分
析
対
象
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
書
は
こ
う
し
た
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の

全
体
的
動
向
に
依
拠
し
な
が
ら
、
外
交
問
題
が
展
開
、
発
展
し
て
い
く
過
程
に
、

政
治
エ
リ
ー
ト
の
み
な
ら
ず
メ
デ
ィ
ア
や
世
論
が
い
か
に
関
与
す
る
の
か
と
い
っ

た
三
者
間
の
相
互
作
用
の
観
点
か
ら
論
じ
る
。

政治エリート

メディア

人々

図 １　伝統的な政治コミュ
ニケーション過程の
概念図

出典： Lilleker（2006: 5）、
一部修正。

図 2　民主主義社会における政治コミュニケーション
過程の概念図

出典：Lilleker（2006: 6）、一部修正。

政治エリート
大統領、首相、内閣、国会、
地方議会、政党

メディア
（放送・新聞）

人々（市民、有権者）

その他の組織
圧力団体、財界、テロ

リスト集団、など
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第
二
の
意
義
と
し
て
は
、
外
交
政
策
と
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
の
関
係
を
対
象
と
し
た
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
多
く
の
先
行
研
究

で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
戦
争
・
紛
争
で
は
な
く
、
歴
史
的
・
社
会
的
に
認
知
さ
れ
議
論
さ
れ
て
き
た
外
交
的
な
争
点
を
事
例
と
し
た
点

が
挙
げ
ら
れ
る
。
外
交
政
策
の
政
治
エ
リ
ー
ト
と
メ
デ
ィ
ア
、
世
論
の
三
者
関
係
を
対
象
と
し
た
研
究
の
多
く
は
、
戦
争
や
紛
争
と
い
っ

た
危
機
的
な
状
況
を
事
例
と
し
て
き
た
。
第
一
の
点
と
関
連
す
る
が
、
そ
う
し
た
事
例
を
取
り
上
げ
る
た
め
、
政
治
エ
リ
ー
ト
が
分
析
の

中
心
と
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
政
治
エ
リ
ー
ト
が
ど
の
よ
う
に
情
報
操
作
を
行
い
、
世
論
の
支
持
を
獲
得
す
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と

が
問
わ
れ
る
。
し
か
し
、
外
交
政
策
は
戦
争
や
紛
争
と
い
っ
た
安
全
保
障
政
策
の
み
な
ら
ず
、
経
済
や
文
化
な
ど
の
様
々
な
領
域
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
書
で
は
平
時
に
お
い
て
、
あ
る
時
は
社
会
の
中
で
重
要
な
争
点
と
な
り
、
あ
る
時
は
重
要
な
争
点
と
み

な
さ
れ
な
い
外
交
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
戦
争
や
紛
争
以
外
の
外
交
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
外
交
政
策
や
外
交
問
題
に
関
与

す
る
政
治
エ
リ
ー
ト
と
メ
デ
ィ
ア
、
世
論
の
三
者
間
の
相
互
作
用
を
分
析
す
る
枠
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。

本
書
は
、
こ
う
し
た
視
点
に
立
ち
、
戦
後
日
韓
関
係
に
お
け
る
歴
史
認
識
問
題
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
戦
後
日
韓
関
係
に
お
け

る
「
歴
史
認
識
問
題
」
と
は
何
を
指
す
の
か
。
歴
史
認
識
問
題
は
、
東
ア
ジ
ア
で
争
点
化
し
て
い
る
こ
と
や
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
日

本
の
行
為
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
に
日
本
が
実
行
し
た
ア
ジ

ア
へ
の
政
策
を
ど
う
評
価
す
る
の
か
と
い
う
点
が
問
わ
れ
て
お
り
、
よ
り
広
い
文
脈
に
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
以

降
、
近
代
国
家
と
し
て
の
「
大
日
本
帝
国
」
が
成
立
す
る
過
程
で
見
ら
れ
る
植
民
地
政
策
や
、
植
民
地
と
な
っ
た
国
の
人
々
の
同
化
政
策

と
そ
の
後
に
続
く
差
別
や
偏
見
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
評
価
す
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
歴
史
認
識
問
題
は
歴
史
教
科
書
や
慰
安
婦
問
題
な
ど
と
連
関
し
、
戦
後
日
韓
関
係
に
お
い
て
幾
度
も
争
点
化
さ
れ
て
き
た
。

戦
後
日
韓
関
係
に
お
け
る
歴
史
認
識
問
題
の
争
点
化
の
過
程
を
考
え
る
上
で
、
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
の
果
た
す
役
割
に
注
目
す
る
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
は
な
ぜ
今
、
歴
史
認
識
を
「
問
題
」
と
し
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
我
々
は
そ
う
し
た
歴
史
認
識
を
共
有
し
て
い

る
の
か
、
ま
た
は
共
有
し
て
い
な
い
の
か
を
考
え
る
こ
と
な
く
、
現
在
の
歴
史
認
識
問
題
を
め
ぐ
る
外
交
政
策
を
議
論
す
る
こ
と
は
困
難
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で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
我
々
の
認
識
を
形
成
す
る
過
程
に
、
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
が
関
与
し
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ

る
。本

書
は
、
外
交
政
策
や
外
交
問
題
に
関
与
す
る
政
治
エ
リ
ー
ト
と
メ
デ
ィ
ア
、
世
論
の
関
係
を
理
論
的
に
考
察
し
、
分
析
枠
組
み
を
提

示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
分
析
枠
組
み
を
用
い
て
、
戦
後
日
韓
関
係
に
お
け
る
歴
史
認
識
問
題
を
事
例
に
、
そ
の
争
点
を
め
ぐ
る
言
説

が
ど
の
よ
う
に
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
外
交
政
策
の
政
策
過
程
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
の

役
割
を
考
察
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

本
書
の
構
成

本
書
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
書
は
二
部
で
構
成
さ
れ
、
第
Ⅰ
部
で
は
理
論
的
考
察
を
、
第
Ⅱ
部
で
は
事
例
研
究
を
行
う
。

第
Ⅰ
部
の
理
論
編
で
は
、
外
交
政
策
の
政
治
エ
リ
ー
ト
と
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理
し
、
批
判
的
に
検
討
し
た
上
で
、

政
治
エ
リ
ー
ト
と
メ
デ
ィ
ア
、
世
論
の
三
者
関
係
の
分
析
枠
組
み
を
提
示
す
る
。

第
1
章
で
は
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
展
開
を
概
観
し
な
が
ら
、
本
書
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
政
治
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
は
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
効
果
研
究
と
連
動
し
つ
つ
発
展
し
て
き
た
。
効
果
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
政

治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
近
年
の
展
開
を
提
示
し
、
そ
の
上
で
本
書
の
特
徴
を
示
す
。

第
2
章
は
、
外
交
政
策
の
政
治
エ
リ
ー
ト
と
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
の
関
係
に
関
す
る
先
行
研
究
を
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
観

点
か
ら
整
理
す
る
。
外
交
政
策
の
政
治
エ
リ
ー
ト
と
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
の
関
係
を
対
象
と
し
た
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
は
、
米
国

を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
主
体
性
・
自
律
性
と
い
っ
た
観
点
は
十
分
に
重
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
方
向

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
冷
戦
終
結
後
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
の
一
層
の
発
展
や
、

人
の
往
来
の
み
な
ら
ず
情
報
伝
達
・
流
通
の
爆
発
的
増
加
を
背
景
に
、
外
交
政
策
の
政
治
エ
リ
ー
ト
と
メ
デ
ィ
ア
、
世
論
の
関
係
を
め
ぐ
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る
研
究
に
お
い
て
、
一
方
向
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
動
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア

と
世
論
を
よ
り
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
研
究
（
Ｃ
Ｎ
Ｎ
効
果
論
や
カ
ス
ケ
ー
ド
・
モ
デ
ル
な
ど
）
が
登
場
し
、
新
た
な
潮
流
が
生
ま

れ
つ
つ
あ
る
。
第
2
章
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
が
受
動
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
背
景
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
政
治
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
中
で
も
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
を
積
極
的
に
評
価
し
「
フ
レ
ー
ム
」
概
念
を
用
い
て
分
析
枠
組
み
を
提
示
し
た
「
カ
ス
ケ

ー
ド
・
モ
デ
ル
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る）

1
（

。

第
3
章
の
目
的
は
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
で
注
目
さ
れ
て
き
た
フ
レ
ー
ム
概
念
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
第
2
章
で

検
討
し
た
カ
ス
ケ
ー
ド
・
モ
デ
ル
の
問
題
点
を
修
正
し
、
外
交
政
策
の
政
治
エ
リ
ー
ト
と
メ
デ
ィ
ア
、
世
論
の
関
係
を
分
析
す
る
新
た
な

枠
組
み
と
し
て
「
相
互
作
用
モ
デ
ル
」
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
近
年
の
言
説
分
析
の
成
果
を
参
照
し
な
が
ら
フ
レ
ー
ム

の
先
行
研
究
を
整
理
す
る
。

第
Ⅱ
部
の
事
例
研
究
で
は
、
第
Ⅰ
部
で
提
示
し
た
相
互
作
用
モ
デ
ル
を
用
い
て
戦
後
日
韓
関
係
に
お
け
る
歴
史
認
識
問
題
を
分
析
す
る
。

歴
史
認
識
問
題
は
、
近
年
の
日
韓
関
係
に
お
い
て
幾
度
も
顕
在
化
し
て
お
り
、
日
韓
両
国
の
社
会
で
高
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
争
点
で
あ

る
。
し
か
し
、
歴
史
認
識
問
題
は
、
常
に
関
心
を
持
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
戦
後
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
顕
在
化
と
潜

在
化
を
繰
り
返
し
な
が
ら
日
韓
両
国
の
政
府
、
メ
デ
ィ
ア
、
世
論
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。

本
書
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
を
主
要
な
分
析
対
象
と
し
て
い
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
─
─
ニ
ュ
ー
ス
は
、
社
会
で
生
じ
る

無
数
の
出
来
事
の
中
か
ら
、
取
材
す
る
対
象
を
選
択
し
、
記
事
の
作
成
・
編
集
と
い
う
制
作
過
程
を
経
て
人
々
の
手
元
に
届
く
。
選
択
・

編
集
に
は
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
報
道
す
べ
き
か
否
か
を
判
断
す
る
際
の
基
準
と
な
る
価
値
観
、
す
な
わ
ち
ニ
ュ
ー
ス
・
バ
リ
ュ
ー
が
作
用
す

る
。
ニ
ュ
ー
ス
・
バ
リ
ュ
ー
に
は
、
社
会
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
社
会
的
な
争
点
は
、
社
会
の
価
値
観

に
よ
っ
て
選
択
・
編
集
さ
れ
て
、
人
々
の
前
に
「
現
実
」
と
し
て
登
場
す
る
。
換
言
す
る
と
、
人
々
が
認
識
す
る
日
韓
間
の
歴
史
認
識
問

題
は
、
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
観
点
に
基
づ
き
、
第
4
章
か
ら
第
8
章
ま
で
以
下
の
歴
史
認
識
問
題
を
分
析
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す
る
。

第
4
章
で
は
、
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
を
対
象
に
日
本
に
お
け
る
外
交
政
策
と
メ
デ
ィ
ア
、
世
論
の
関
係
を
検
討
す
る
。
日
韓
国
交
正

常
化
交
渉
を
通
じ
て
、
戦
後
の
日
韓
関
係
の
方
向
性
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
過
程
で
は
、
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
日
韓
間
の
認
識
ギ
ャ
ッ
プ

が
い
く
つ
も
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
日
本
側
の
首
席
代
表
で
あ
っ
た
久
保
田
貫
一
郎
は
韓
国
の
植
民
地
化
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
発
言
を

し
た
。
こ
の
発
言
に
対
し
て
韓
国
が
批
判
し
、
正
常
化
交
渉
は
一
時
中
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
発
言
に
対
し
て
、
現
在
で
は
当

然
と
肯
定
す
る
見
解
も
、
批
判
的
に
捉
え
る
見
解
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
当
時
の
日
本
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
お
い
て
は
、
こ

の
発
言
を
め
ぐ
っ
て
日
本
の
歴
史
認
識
を
問
題
視
す
る
も
の
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
第
4
章
で
は
そ
う
し
た
報
道
と
な
っ
た
要
因
を
探
る
。

そ
れ
を
通
じ
て
、
日
本
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
が
冷
戦
と
い
う
国
際
環
境
を
背
景
に
、
そ
の
観
点
か
ら
様
々
な
出
来
事
を
意
味
づ
け

て
い
た
こ
と
を
示
す
。

第
5
章
で
は
、
一
九
八
二
年
に
争
点
化
し
た
歴
史
教
科
書
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
歴
史
教
科
書
は
従
来
、「
教
育
の
中
立
性
」
を
い
か

に
し
て
保
つ
の
か
と
い
う
国
内
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
一
九
八
二
年
の
争
点
化
を
契
機
に
、
外
交
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
歴
史
教
科
書
問
題
に
対
す
る
意
味
づ
け
の
変
化
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
6
章
、
第
7
章
、
第
8
章
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
慰
安
婦
問
題
を
事
例
に
、
メ
デ
ィ
ア
の
言
説
を
分
析
す
る
。
分
析
を
通
じ
て
、

相
互
作
用
モ
デ
ル
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
期
間
に
お
い
て
、
政
治
エ
リ
ー
ト
、
メ
デ
ィ
ア
、
世
論
が
ど
の
よ
う
に
相
互
作
用
し
て
い
た

の
か
を
示
す
。

第
6
章
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
慰
安
婦
問
題
の
報
道
を
通
じ
て
、
慰
安
婦
問
題
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
言
説
の
編
成
過
程
を
示
す
。
こ

の
時
期
の
議
論
が
基
盤
と
な
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
慰
安
婦
問
題
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
の
慰
安
婦
問
題
も
ま

た
、
第
4
章
、
第
5
章
で
取
り
上
げ
た
歴
史
認
識
問
題
と
の
関
連
の
中
で
意
味
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
章
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
を
通
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じ
て
慰
安
婦
問
題
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
の
言
説
が
変
容
し
た
『
読
売
新
聞
』
に
焦
点
を
当
て
、
な
ぜ
そ
う
し
た
変
容
が
生
じ
た
の
か
を
考

察
す
る
。

第
7
章
で
取
り
上
げ
る
二
〇
〇
七
年
に
争
点
化
し
た
慰
安
婦
問
題
で
は
、
米
国
下
院
に
「
慰
安
婦
決
議
案
」
と
い
う
日
本
の
慰
安
婦
問

題
の
対
応
を
批
判
す
る
決
議
案
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
安
倍
晋
三
首
相）

2
（

の
歴
史
認
識
が
問
わ
れ
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
米
国
の

メ
デ
ィ
ア
を
分
析
対
象
に
加
え
て
、
日
米
両
メ
デ
ィ
ア
が
、
各
国
の
社
会
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
観
を
反
映
し
て
報
道
し
て
い
る

こ
と
を
示
す
。

第
二
次
安
倍
政
権
下
で
は
、
慰
安
婦
問
題
の
報
道
そ
の
も
の
が
日
本
社
会
で
大
き
な
争
点
と
な
り
、
慰
安
婦
問
題
は
幅
広
く
議
論
さ
れ

た
。
第
8
章
で
は
、
第
二
次
安
倍
政
権
下
で
争
点
化
し
た
二
〇
一
三
年
の
橋
下
徹
大
阪
市
長
の
慰
安
婦
問
題
に
関
す
る
発
言
、
二
〇
一
四

年
の
河
野
談
話
作
成
過
程
の
再
検
討
と
同
年
の
朝
日
新
聞
問
題
、
そ
し
て
二
〇
一
五
年
の
慰
安
婦
問
題
を
め
ぐ
る
日
韓
間
の
合
意
を
事
例

に
メ
デ
ィ
ア
言
説
の
編
成
を
分
析
す
る
。
そ
の
上
で
、
一
九
九
〇
年
代
を
通
じ
て
編
成
さ
れ
た
慰
安
婦
問
題
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
言
説
に
、

第
一
次
・
第
二
次
安
倍
政
権
に
お
い
て
い
か
な
る
変
化
が
見
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

最
後
に
、
本
書
に
お
け
る
「
社
会
」
と
「
政
治
エ
リ
ー
ト
」
に
つ
い
て
注
記
し
た
い
。
現
代
社
会
に
お
い
て
我
々
は
メ
デ
ィ
ア
を
介
し

て
社
会
を
経
験
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
論
が
形
成
さ
れ
る
。
本
書
で
言
及
す
る
「
社
会
で
支
配
的
な
価
値
観
」
あ
る
い
は
「
社
会
で
広
く

共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
観
」
は
、
メ
デ
ィ
ア
や
世
論
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
「
社
会
」
に
は
メ
デ
ィ
ア
や
世
論
が

含
ま
れ
る
。
ま
た
、
政
治
エ
リ
ー
ト
は
、
通
常
、
政
治
的
な
意
思
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
資
源
を
有
す
る
人
を
指
す
が
、
本
書
に
お
け
る

「
政
治
エ
リ
ー
ト
」
と
は
、「
外
交
政
策
や
外
交
問
題
を
め
ぐ
る
政
治
的
な
意
思
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
資
源
を
有
す
る
人
」
と
す
る
。
わ

か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
前
後
の
文
脈
か
ら
「
外
交
政
策
や
外
交
問
題
に
関
与
す
る
」
と
い
う
点
が
不
明
瞭
で
あ
る
場
合
、「
外
交
政

策
や
外
交
問
題
に
関
与
す
る
政
治
エ
リ
ー
ト
」
や
「
外
交
政
策
の
政
治
エ
リ
ー
ト
」、「
外
交
問
題
の
政
治
エ
リ
ー
ト
」
な
ど
の
表
記
を
用

い
て
い
る
。 


