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社会学雑誌　第 40号

「
指
摘
」
と
「
悪
口
」
の
境
界

　
　
　

 

「
お
前
は
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
だ
」
の
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
分
析 　
　
　

一　

�

は
じ
め
に
―
―
悪
口
と
し
て
の
社
会
学
的
言
い
訳

批
判
と
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス

本
特
集
は
﹁
社
会
学
的
言
い
訳
批
判
﹂
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
論
文
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。﹁
社
会
学
的
言
い
訳
批
判
﹂
と
は
、

社
会
学
者
に
は
正
当
な
学
術
的
な
見
解
と
し
て
支
持
さ
れ
て
い
る
事

柄
が
、
あ
る
特
定
の
人
々
に
は
そ
の
よ
う
に
は
理
解
さ
れ
ず
、
単
な

る
﹁
言
い
訳
﹂
と
言
及
さ
れ
る
こ
と
を
指
す
。
例
え
ば
、
社
会
学
者

が
強
盗
事
件
の
犯
人
の
動
機
を
社
会
的
な
貧
困
や
福
祉
制
度
の
欠
如

と
結
び
つ
け
て
説
明
し
た
と
き
、
そ
れ
に
反
発
す
る
形
で
﹁
犯
人
の

罪
が
消
え
る
わ
け
で
は
な
い
﹂
と
そ
の
よ
う
な
説
明
を
﹁
言
い
訳
﹂

と
断
罪
し
、
犯
罪
の
責
任
の
帰
属
先
を
犯
人
と
い
う
一
個
人
に
設
定

す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
は﹁
社
会
学
的
言
い
訳
﹂

と
い
う
言
葉
を
用
い
ら
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
テ
レ
ビ
や
雑
誌
な

ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
日
常
的
に
広
く
見
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
社

会
学
者
は
、
こ
う
い
っ
た
言
説
が
社
会
学
の
無
理
解
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
て
い
る
と
理
解
し
、
全
く
相
手
に
す
る
気
に
な
ら
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
学
者
が
鼻
で
笑
う
﹁
社
会
学
的
言

い
訳
批
判
﹂
的
な
言
説
が
一
定
程
度
、
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま

た
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、﹁
社
会
学
的
言
い
訳
批
判
﹂
と
は
、
あ

る
特
定
の
集
団
（
こ
の
場
合
は
主
に
社
会
学
者
）
に
と
っ
て
は
理
不

尽
に
そ
の
学
術
的
知
見
の
評
価
を
貶
め
る
﹁
悪
口
﹂
で
あ
り
、
か
た

や
別
の
特
定
の
集
団
に
と
っ
て
は
、
き
わ
め
て
正
当
な
﹁
指
摘
﹂
な

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
特
性
を
持
っ
た
言
説
は
無
数
に
存
在
す
る
。
そ
の
代
表

的
な
も
の
と
し
て
、
本
稿
で
は
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
を
取
り

あ
げ
た
い
。﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
と
い
う
言
葉
は
本
来
、﹁
意

図
的
に
作
成
し
た
偽
情
報
、
だ
ま
す
目
的
で
作
ら
れ
た
の
で
は
な
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い
が
誤
っ
た
情
報
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
陰
謀
論
、
う
わ
さ
・
流
言
、

メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
誤
報
﹂
な
ど
の
情
報
を
指
し
て
い
る
（
耳
塚
、

二
〇
二
一
：
二
三
）。
こ
の
定
義
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、﹁
こ
れ
は
フ
ェ

イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
だ
﹂と
指
摘
す
る
こ
と
や﹁
お
前
は
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー

ス
（
を
流
布
し
て
い
る
人
間
）
だ
﹂
と
指
摘
す
る
こ
と
は
虚
偽
の
告

発
と
し
て
正
当
な
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
耳
塚
佳

代
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
元
大
統
領
を
筆
頭

に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、
ド

ミ
ニ
カ
、
中
国
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ロ
シ
ア
な
ど
、
世
界
中
の
政
治
家

が
記
者
や
報
道
機
関
に
対
し
て
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
と
指
摘
し

て
い
る
事
実
を
﹁
攻
撃
す
る
﹂
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
（
耳
塚
、

二
〇
二
一
：
二
九
︲
三
〇
）、﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
と
い
う
言
葉

の
使
用
は
と
き
に
理
不
尽
な
﹁
悪
口
﹂
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。

﹁
社
会
学
的
言
い
訳
﹂
や
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
、
集
団
ご
と
に
理
解
が
異
な
る
言
説︶

1
︵

は
い
か
に
し
て
﹁
指

摘
﹂
と
﹁
悪
口
﹂
の
分
断
を
生
み
出
す
の
か
。
そ
の
一
端
を
知
る
た

め
に
、
本
稿
で
は
、﹁
お
前
は
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
だ
﹂
と
い
う
発

話
が
行
わ
れ
た
相
互
行
為
場
面
を
対
象
と
し
、
そ
こ
で
﹁
お
前
﹂
で

指
し
示
さ
れ
る
人
物
が
い
か
に
し
て
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
と
し

て
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
て
い
る
の
か
を
﹁
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
分

析
（m

em
bership categorization analysis

）﹂（Francis &
 H

ester, 
2004=

二
〇
一
四
）の
観
点
か
ら
分
析
す
る
。
そ
の
う
え
で
、﹁
指
摘
﹂

と
﹁
悪
口
﹂
と
い
う
理
解
の
分
断
が
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
を

考
察
す
る
。

二　

分
析
枠
組
―
―
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
分
析

本
稿
が
分
析
枠
組
み
と
し
て
採
用
す
る
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
分
析

と
は
、
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
・
サ
ッ
ク
ス
が
提
示
し
た
﹁
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
装
置
（m

em
bership categorization device

）﹂（Sacks, 1972a=

一
九
九
五
：
九
七
）に
着
想
を
得
た
分
析
手
法
で
あ
る
。サ
ッ
ク
ス
は
、

成
員
が
い
か
に
し
て
自
ら
あ
る
い
は
他
者
を
ど
の
よ
う
な
方
法
に
し

た
が
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
た
め
に
、
成

員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
と
い
う
概
念
を
考
案
し
て
い
る
。

成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
は
、﹁
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
集
合

（collection of m
em

bership categories

）﹂
と
﹁
適
用
規
則
﹂
か
ら

成
る
（Sacks, 1972a=

一
九
九
五
：
九
七
）。
我
々
が
自
ら
あ
る
い

は
他
者
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
て
理
解
す
る
と
き
、
そ
こ
で
は
単
一
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
集
合
を

用
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
制
服
姿
の
男
が
挙
動
不
審
の
男
を
押
さ
え

つ
け
て
い
る
の
を
見
た
と
き
、
我
々
は
制
服
姿
の
男
を
﹁
警
察
官
﹂

と
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
押
さ
え
つ
け
ら
れ

て
い
る
男
は
﹁
犯
人
﹂
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、﹁
警

察
官
﹂
と
﹁
犯
人
﹂
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
一
つ
の
集
合
と
し
て
カ

テ
ゴ
リ
ー
化
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。。
一
方
で
、適
用
規
則
と
は
﹁
そ

う
し
た
集
合
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
の
規
則
﹂（
前
田
・
水
川
・
岡
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を
可
能
に
す
る
道
具
立
て
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
活
動
だ
け
で

は
な
い
。
例
え
ば
、﹁{

専
門
家
、素
人}

と
い
う
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー

集
合
で
あ
れ
ば
、
専
門
家
で
あ
れ
ば
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
知
識
や

経
験
、
素
人
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
権
利
や
義
務
﹂
な
ど
が
結
び
つ

い
て
い
る
（
前
田
・
水
川
・
岡
田
編
、
二
〇
〇
七
：
一
一
八
）。
こ

う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
持
つ
特
徴
は
﹁
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
結
び
つ
い
た

述
部
（category-tied predicates

）﹂（Stokoe, 2012=

二
〇
一
八
：

一
五
七
）
と
い
う
。

本
稿
が
対
象
と
し
て
い
る
、
あ
る
特
定
の
人
物
を
﹁
フ
ェ
イ
ク

ニ
ュ
ー
ス
﹂
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
際
に
も
、
も
ち
ろ
ん
﹁
カ

テ
ゴ
リ
ー
と
結
び
つ
い
た
活
動
﹂
や
﹁
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
結
び
つ
い
た

述
部
﹂は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、通
常
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
実
践
と
比
べ
て
特
殊
な
の
は
、﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
化
実
践
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
の
対
象
と
な
っ
た
人
物
を
い
わ

ゆ
る
﹁
普
通
の
人
間
﹂
で
は
な
く
、﹁
異
常
な
人
間
﹂
と
し
て
提
示

す
る
点
に
あ
る
。
分
析
を
先
取
り
す
る
形
に
な
る
が
、﹁
フ
ェ
イ
ク

ニ
ュ
ー
ス
﹂
の
実
践
に
は
﹁
異
常
な
人
間
﹂
と
し
て
、
対
象
者
を
提

示
す
る
技
法
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

田
編
、
二
〇
〇
七
：
一
一
〇
）
で
あ
る
。
こ
の
規
則
の
代
表
的
な
も

の
と
し
て
は
、
あ
る
集
団
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
際
に
は
、
同
一
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
集
合
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
﹁
一
貫
性

規
則
（consistency rule

）﹂（Sacks, 1972a=

一
九
九
五
：
九
九
）

や
、﹁
母
集
団
の
成
員
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
時
に
は
い
つ
で
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
成
員
に
単
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
適
用
さ
れ
る
だ
け
で
、

そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
は
完
全
に
行
わ
れ
う
る
﹂
と
い
う
﹁
経
済
規
則

（econom
y rule

）﹂（Sacks, 1972a=

一
九
九
五
：
一
〇
一
）
が
あ
る
。

こ
う
し
た
規
則
に
基
づ
い
て
、
成
員
が
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て

カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
て
い
る
の
か
を
経
験
的
に
記
述
し
よ
う
と
す
る

の
が
、
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
分
析
で
あ
る
。

成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
実
に
様
々
な
論
点

を
持
っ
て
い
る
が
、
本
稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、﹁
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

結
び
つ
い
た
活
動
（category-bound activities
）﹂（Sacks, 1972b=

二
〇
二
二
：
一
一
八; 1992: 582

）
で
あ
る
。
例
え
ば
、﹁
警
察
官
﹂

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
﹁
犯
罪
者
を
逮
捕
す
る
﹂
と
い
う
活
動
が

結
び
つ
い
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
結
び
つ
き
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

我
々
は
道
端
で
警
察
官
が
男
を
羽
交
い
締
め
に
し
て
い
る
の
を
見
か

け
た
ら
、
そ
れ
が
﹁
犯
罪
者
を
逮
捕
す
る
﹂
と
い
う
活
動
の
一
環
だ

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
こ
れ
が
警
官
の
制
服
姿
で
は
な

い
人
間
で
あ
っ
た
場
合
、
我
々
は
そ
の
活
動
を
犯
罪
者
の
逮
捕
と
は

一
瞥
し
て
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
カ

テ
ゴ
リ
ー
と
活
動
の
結
び
つ
き
は
眼
前
で
展
開
さ
れ
る
活
動
の
理
解
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て
い
ま
す
。
人
々
は
情
報
や
助
言
を
欲
し
が
っ
て
い
ま
す

し
、
何
を
す
べ
き
か
知
り
た
が
っ
て
い
ま
す
。（
ト
ラ
ン

プ
が
発
言
を
遮
る
）
人
々
は
デ
マ
を
知
り
た
い
わ
け
で
は

な
い
⋮
⋮
。

Ｔ
： 

お
い
、フ
ィ
ル
、フ
ィ
ル
。
私
は
大
統
領
で
、お
前
は
フ
ェ

イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
だ
。
お
前
は
私
が
こ
れ
か
ら
言
う
こ
と
も

わ
か
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
話
し
て
や

る
。
私
は
お
前
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
こ
の
手
の
連
中
を

よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
い
つ
が
書
い
て
い
る
も
の
も

見
て
い
る
。
こ
い
つ
は
完
全
な
嘘
つ
き
だ
。
そ
れ
で
、
準

備
は
い
い
か
？　

い
い
か
？　

い
い
か
？　

こ
れ
は
、
と

て
も
賢
い
、
お
そ
ら
く
優
秀
な
人
が
い
る
優
秀
な
研
究
室

か
ら
の
単
な
る
提
案
に
過
ぎ
な
い
ん
だ
。
そ
こ
の
研
究
者

は
太
陽
や
熱
に
つ
い
て
話
し
て
い
て
、
お
前
は
数
字
を
見

て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
だ
。
私
が
持
っ
て
い
る
の
は

そ
れ
だ
け
。
私
は
た
だ
才
能
を
紹
介
す
る
た
め
に
こ
こ
に

い
る
の
だ
。
私
は
、
我
々
が
こ
の
事
態
を
打
開
す
る
た
め

の
ア
イ
デ
ア
を
求
め
て
い
る
か
ら
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
示

す
た
め
に
こ
こ
に
い
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ
の
研
究
者
が

優
秀
で
、
日
光
が
良
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
素
晴
ら

し
い
こ
と
だ
ね
、
私
と
し
て
は
。
は
い
、
次
の
質
問
。

こ
の
や
り
と
り
で
は
、
ま
ず
記
者
は
ト
ラ
ン
プ
を
﹁
大
統
領
﹂
と

三　
�「

フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
論
理（
一
）

―
―
「
素
人
」
に
お
け
る
二
つ
の
論
理

分
析
対
象
と
す
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
元
大
統
領
、
ド
ナ

ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
に
よ
る
﹁
お
前
は
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
だ
﹂
の
発

言
で
あ
る
。。
参
照
す
る
記
事
はTrum

p hits CN
N

 and W
ashington 

Post reporters as ‘fake new
s, during briefing

（TH
E H

ILL, 

二
〇
二
〇
年
四
月
二
三
日
掲
載
）
で
、
こ
の
記
事
に
示
さ
れ
て
い
る

ト
ラ
ン
プ
と
記
者
の
や
り
と
り
を
分
析
す
る
。

こ
の
記
事
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
二
三
日
の
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で

の
記
者
会
見
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
土
安
全
保
障
省
が
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
は
熱
と
湿
度
に
よ
っ
て
抑
制
で
き
る
と
示
し
た
報
告
に

つ
い
て
質
問
し
た
﹃
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
﹄
の
リ
ポ
ー
タ
ー
、フ
ィ

リ
ッ
プ
・
ラ
ッ
カ
ー
に
対
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
が
﹁
私
は
大
統
領
で
、

お
前
は
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
だ
﹂
と
述
べ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

記
事
に
は
動
画
が
添
付
さ
れ
て
お
り
、
記
者
と
ト
ラ
ン
プ
の
や
り
と

り
の
一
部
始
終
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
の
記
述︶

2
︵

は
、
そ
の
動

画
を
見
て
、
ト
ラ
ン
プ
が
﹁
お
前
は
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
だ
﹂
と
述

べ
た
前
後
の
部
分
を
簡
単
に
書
き
起
こ
し
、和
訳︶

3
︵

し
た
も
の
で
あ
る
。

ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
の
先
頭
に
あ
る
﹁
Ｔ
﹂
は
ト
ラ
ン
プ
を
、﹁
Ｒ
﹂

は
記
者
を
意
味
し
て
い
る
。

Ｒ
： 

あ
な
た
は
大
統
領
で
、
人
々
は
こ
れ
ら
の
会
見
を
注
視
し
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し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、﹁
親
﹂
に
お
け
る
﹁
子
ど
も
﹂
に
対
す
る

知
識
の
よ
う
に
、
規
範
的
に
期
待
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ
、ト
ラ
ン
プ
は﹁
知
っ
て
い
る
﹂と
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ト
ラ
ン
プ
が
自
ら
と
記
者
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
際
に
使
用
し
て

い
る
［
大
統
領
、フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
］
か
ら
成
る
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
装
置
の
適
用
規
則
は
﹁
真
実
を
語
る
か
ど
う
か
﹂
と
い
う
も
の
だ

と
い
え
る
。
だ
が
、
こ
の
適
用
規
則
を
運
用
す
る
た
め
に
は
、
記
者

が
真
実
を
語
っ
て
い
な
い
と
い
う
根
拠
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
に
、
ト
ラ
ン
プ
は
新
た
な
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置

を
発
話
の
な
か
に
導
入
し
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
の
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
を
行
っ
て
い
る
。

発
話
の
な
か
で
、
ト
ラ
ン
プ
は
研
究
者
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と

で
、
新
た
な
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
を
導
入
す
る
。
そ
の
成
員
カ

テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
と
は
［
専
門
家
、
素
人
］
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
適
用
規
則
は
﹁
化
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
し
て
い
る

か
﹂で
あ
る
。
こ
の
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
に
よ
っ
て
、﹁
専
門
家
﹂

と
し
て
研
究
者
、﹁
素
人
﹂
と
し
て
ト
ラ
ン
プ
と
記
者
が
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
さ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
ト
ラ
ン
プ
は
﹁
素
人
﹂
と
し
て

自
ら
と
記
者
に
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
は
何
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
自
ら
を
﹁
素
人
﹂
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
実
践
か
ら
見
て

い
こ
う
。
ト
ラ
ン
プ
は
国
土
安
全
保
障
省
の
報
告
が
﹁
単
な
る
提
案

に
過
ぎ
な
い
﹂
も
の
と
し
、
大
統
領
で
あ
る
自
分
は
た
だ
そ
の
こ
と

わ
ざ
わ
ざ
呼
ぶ
こ
と
か
ら
発
話
を
開
始
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
国
民

は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
に
何
を
す
れ
ば
よ
い

の
か
を
知
り
た
が
っ
て
い
る
が
、
政
府
は
熱
と
湿
度
で
抑
制
で
き
る

と
述
べ
て
お
り
、
記
者
は
そ
れ
を
﹁
デ
マ
﹂
と
言
う
。
つ
ま
り
、
ト

ラ
ン
プ
は
﹁
大
統
領
﹂
と
し
て
の
義
務
で
あ
る
適
切
な
科
学
的
知
見

に
基
づ
い
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
提
供
を
怠
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
記
者
は
ト
ラ
ン
プ
が
﹁
大
統
領
﹂
で
あ
る

こ
と
を
、﹁
定
式
化
す
る
こ
と
（doing form

ulating

）﹂（G
arfinkel 

&
 Sacks, 1970

）
を
通
じ
て
、
自
ら
の
主
張
を
組
み
立
て
て
い
る
。

こ
こ
で
記
者
が
用
い
て
い
る
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
は［
大
統
領
、

記
者
］
と
い
う
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
集
合
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
集
合
は
、
記
者
会
見
に
お
け
る
義
務
と
権
利
の
関

係
に
し
た
が
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、﹁
記
者
﹂
は
﹁
大

統
領
﹂に
対
し
て
適
切
な
情
報
を
要
求
す
る
権
利
を
持
ち
、﹁
大
統
領
﹂

は
そ
れ
に
対
し
て
答
え
る
義
務
を
有
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。
記

者
は
こ
の
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
を
用
い
て
、
ト
ラ
ン
プ
の
責
任

を
追
及
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、ト
ラ
ン
プ
は
自
ら
を
﹁
大
統
領
﹂
と
し
た
あ
と
、

記
者
を
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
て
い
る
。
続

け
て
、
ト
ラ
ン
プ
は
﹁
私
は
お
前
を
知
っ
て
い
る
﹂
と
述
べ
、
記
者

を
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
資
格
が
自
ら
に

は
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。こ
こ
で
の
記
者
に
対
す
る
知
識
の﹁
深

さ
﹂は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
述
部
の
関
係
性
か
ら
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
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デ
マ
ま
が
い
の
報
告
を
し
た
こ
と
に
対
す
る
大
統
領
の
責
任
を
問
う

こ
と
に
対
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
は
、
こ
の
報
告
は
単
な
る
提
案
で
あ
り
、

自
分
は
そ
れ
を
伝
え
た
だ
け
に
過
ぎ
ず
、
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い

と
言
う
。
ま
た
、
研
究
者
も
単
に
専
門
的
な
知
識
に
つ
い
て
報
告
し

た
の
で
あ
り
、﹁
素
人
﹂の
記
者
よ
り
も
適
切
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
土
安
全
保
障
省
の
報
告
に
対
す
る
責
任
は
大
統
領

に
帰
属
す
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
理
解
を
し
て
い

る
記
者
で
あ
る
﹁
お
前
﹂
は
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
な
の
だ
と
カ

テ
ゴ
リ
ー
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
ま
で
の
分
析
だ
け
だ
と
、
記
者
が
﹁
フ
ェ

イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
る
実
践
の
論
理
は
あ
る
程

度
わ
か
っ
た
と
し
て
も
、
な
ぜ
記
者
が
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂、

す
な
わ
ち
［
正
直
者
、
嘘
つ
き
］
か
ら
成
る
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装

置
を
用
い
て
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
は
ま
だ
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
問
う
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
カ
テ
ゴ

リ
ー
化
の
論
理
を
用
い
て
、［
正
直
者
、嘘
つ
き
］の
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
装
置
を
使
い
、
ト
ラ
ン
プ
が
記
者
会
見
の
な
か
で
何
を
達
成
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
か
を
分
析
の
中
に
取
り
込
む
必
要
が
あ
る
。
彼
の

目
的
は
、こ
う
し
た
追
及
を
回
避
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

ト
ラ
ン
プ
は
﹁
素
人
﹂
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
巧
み
に
運
用
し
て
、
自
ら
が

そ
の
質
問
に
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
み
せ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
れ
は
質
問
に
答
え
る
立
場
に
な
い
こ
と
は
示
す
こ
と
が
で
き

て
も
、
答
え
な
い
と
い
う
選
択
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な

を
伝
え
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
ト
ラ
ン
プ
は
自
ら
を

﹁
素
人
﹂
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
専
門
的
知
識
に
対
す
る
責
任
を
負

う
立
場
に
は
な
く
、
記
者
の
追
及
が
見
当
違
い
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
主
張
を
組
み
立
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、ト
ラ
ン
プ
は
記
者
を
﹁
素
人
﹂
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
す
る
。﹁
と
て
も
賢
い
、
お
そ
ら
く
優
秀
な
﹂
研
究
者
は
﹁
太
陽

や
熱
﹂
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
が
、記
者
は
﹁
数
字
﹂
を
見
て
い
る
。

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
﹁
専
門
家
﹂
と
﹁
素
人
﹂
を
め
ぐ
る
知

識
の
差
で
あ
る
。﹁
専
門
家
﹂
で
あ
る
研
究
者
は
、
あ
く
ま
で
太
陽

や
熱
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、﹁
素
人
﹂

で
あ
る
記
者
は
数
字
し
か
見
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
主
張
は
、
ト
ラ

ン
プ
が
﹁
専
門
家
﹂
と
﹁
素
人
﹂
に
お
け
る
規
範
的
な
期
待
と
し
て

の
﹁
知
識
の
差
﹂
を
利
用
し
て
、
記
者
の
指
摘
が
研
究
者
の
そ
れ
よ

り
も
信
用
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ト
ラ
ン
プ
は
自
ら
と
記
者
に
﹁
素
人
﹂
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適

用
す
る
こ
と
で
、
記
者
会
見
で
の
回
答
の
義
務
を
回
避
し
、
記
者
を

何
も
知
ら
ず
に
見
当
違
い
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
存
在
と
し
て
提
示

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
﹁
素
人
﹂
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
運
用
を
通
じ
て
示

し
た
根
拠
に
よ
っ
て
、
記
者
に
対
す
る
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
と

い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
は
達
成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ラ
ン
プ
は
国

土
安
全
保
障
省
の
報
告
が
﹁
デ
マ
﹂
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
記
者

の
指
摘
に
対
す
る
反
論
と
し
て
、
記
者
が
用
い
て
い
る
成
員
カ
テ
ゴ

リ
ー
化
装
置
の
運
用
の
誤
り
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
記
者
が
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五
）
を
潰
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。﹁
二
〇
一
三
年
六
月
五
日
の
お

昼
ご
飯
は
？
﹂
の
よ
う
な
些
末
な
事
実
で
は
な
く
、﹁
一
个
月
前
の

衆
議
院
議
員
選
挙
﹂
と
い
っ
た
政
治
家
に
と
っ
て
の
大
き
な
イ
ベ

ン
ト
の
よ
う
な
事
実
に
関
し
て
﹁
記
憶
が
な
い
﹂
と
い
う
の
は
、

我
々
が
一
般
的
な
人
間
に
対
し
て
行
う
﹁
現
世
的
推
論
（m

undane 
reasoning

）﹂（Pollner, 1975=

一
九
八
七
：
五
五
）
に
は
食
い
違

う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
答
弁
は
資
質
を
疑
う
こ
と

に
つ
な
が
る
。﹁
記
憶
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
﹂
と
い
う
答
弁
は
、
質
問

を
拒
否
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
人
間
が
政

治
家
や
大
臣
と
い
っ
た
要
職
を
努
め
て
い
い
も
の
か
と
い
う
役
割
の

資
格
に
関
す
る
問
題
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、﹁
お
前
は
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
だ
﹂と
い
う
発
話
は
、

﹁
記
憶
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
﹂
と
は
対
極
的
に
、
記
者
と
い
う
役
割
に

お
け
る
資
格
に
関
す
る
問
題
を
引
き
起
こ
す
も
の
と
い
え
る
。
記
者

は
﹁
事
実
﹂
を
伝
え
る
者
と
し
て
規
範
的
に
期
待
さ
れ
る
が
、
記
者

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
を
伝
え
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
不
誠
実
な
人
間
に
は
そ
の
役
割
を
全
う
す
る
資

格
が
な
い
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ゴ
フ
マ
ン
が
言
う

よ
う
に
、
相
互
行
為
に
お
い
て
嘘
を
つ
く
人
は
﹁
二
度
と
全
幅
の
信

頼
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂（G

offm
an, 1959=

二
〇
二
三
：

一
〇
四
）
者
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

相
互
行
為
の
な
か
で
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
物
と
さ

れ
る
こ
と
は
、記
者
の﹁
フ
ェ
イ
ス
﹂が
失
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ら
、
大
統
領
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
記
者
か
ら
の
質
問
に
理
由
な

く
答
え
な
い
の
は
、
大
統
領
を
担
う
資
格
が
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
記
者
か
ら
の
質
問
を
無
視
す
る
た

め
に
は
、
質
問
に
答
え
な
い
こ
と
が
﹁
正
当
﹂
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

る
よ
う
な
技
法
が
必
要
と
な
る
。﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
と
い
う

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
そ
の
技
法
に
関
わ
っ
て
い
る
。

四　

�「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
論
理（
二
）

―
―
「
異
常
な
人
間
」
の
呈
示

記
者
会
見
は
大
統
領
が
記
者
か
ら
の
質
問
を
受
け
、
そ
れ
に
答
え

る
こ
と
が
規
範
的
に
期
待
さ
れ
る
場
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
で
、
そ

の
質
問
に
答
え
な
い
よ
う
に
す
る
方
法
と
し
て
は
、
い
く
つ
か
考
え

ら
れ
る
。
政
治
家
が
国
会
答
弁
の
際
に
口
に
す
る
﹁
記
憶
に
ご
ざ
い

ま
せ
ん
﹂
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
質
問
者
か
ら
あ
る
出
来
事
に
対
し

て
問
い
質
さ
れ
た
際
に
、
そ
の
こ
と
に
関
す
る
﹁
記
憶
﹂
が
な
い
と

示
す
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
出
来
事
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
そ

こ
で
何
が
行
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
説
明
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
こ

と
に
つ
な
が
る
。
回
答
者
は
質
問
に
対
す
る
回
答
の
能
力
を
有
し
て

い
な
い
こ
と
を
示
し
て
、
そ
の
質
問
に
対
す
る
回
答
を
拒
否
し
て
い

る
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、﹁
記
憶
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
﹂
と
い
う
拒
否
は

回
答
者
の
﹁
フ
ェ
イ
ス︶

4
︵

（face

）﹂（G
offm

an, 1967=

二
〇
〇
二
：
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記
者
の
﹁
フ
ェ
イ
ス
﹂
を
失
わ
せ
て
質
問
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、

記
者
を
﹁
嘘
つ
き
﹂
と
い
う
﹁
異
常
な
人
間
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
る

よ
う
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
使
わ

れ
る
手
法
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
結
び
つ
い
た
活
動
や
述

部
の
背
反
で
あ
る
。ト
ラ
ン
プ
は
記
者
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
際
に
、

そ
の
背
反
を
巧
み
に
利
用
し
て
い
る
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
活
動
や
述
部
と
の
結
び
つ
き
は
規
範
的
に
期
待
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、そ
こ
に
食
い
違
い
が
生
じ
る
と
、

理
解
に
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
問
題
を
利
用
し
て
、
参
与
者
に
新
た

な
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示

し
て
い
る
実
例
を
見
て
お
こ
う
。
そ
の
実
例
と
は
、
ド
ロ
シ
ー
・
ス

ミ
ス
が
論
文
﹁
Ｋ
は
精
神
病
だ
﹂（Sm

ith, 1978=

一
九
八
七
）
で

取
り
あ
げ
て
い
る
、ア
ン
ジ
ェ
ラ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
の
実
践
で
あ
る
。

ア
ン
ジ
ェ
ラ
は
こ
こ
で
、Ｋ
を
﹁
精
神
病
患
者
﹂
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
す
る
た
め
に
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
述
部
の
背
反
を
利
用
し
て
い
る
。

以
下
の
記
述
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。

①
暑
い
日
に
私
た
ち
は
よ
く
海
辺
や
プ
ー
ル
に
出
か
け
た
。

② 

そ
し
て
私
は
、
た
だ
水
に
つ
か
っ
て
日
光
浴
を
す
る
く
ら
い

だ
っ
た
。

③ 
と
こ
ろ
が
Ｋ
は
（
プ
ー
ル
の
端
か
ら
端
ま
で
）
三
十
回
は
泳

ぐ
と
言
い
張
っ
た
。

（Sm
ith, 1978=

一
九
八
七
：
一
四
〇
）

そ
う
な
る
と
、
大
統
領
は
記
者
を
﹁
マ
ナ
を
持
た
な
い
者
﹂
と
し
て

取
り
扱
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
日
常
的
な
相
互
行
為
場
面
に
お
い

て
﹁
フ
ェ
イ
ス
﹂
を
失
っ
た
者
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
か
は
、

子
ど
も
や
老
人
、﹁
ス
テ
ィ
グ
マ
﹂（G

offm
an, 1963a=

［
一
九
七
〇
］

二
〇
〇
一
）
を
持
っ
た
人
々
を
見
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
ゴ
フ
マ
ン

に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
は
﹁
ま
だ
マ
ナ
を
十
分
に
持
っ
て
い
な
い
﹂
存

在
で
あ
り
、
老
人
は
﹁
そ
れ
を
失
っ
た
﹂
存
在
で
あ
る
（G

offm
an, 

1963b=

一
九
八
〇
：
一
五
一
）。
ま
た
、
ス
テ
ィ
グ
マ
を
持
つ
人
は

常
人
と
は
異
な
る
存
在
と
捉
え
ら
れ
る
。
薄
井
明
に
よ
れ
ば
、
常

人
は
ス
テ
ィ
グ
マ
を
持
つ
人
に
対
し
て
﹁
普
通
の
自
然
の
態
度
﹂
を

と
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ス
テ
ィ
グ
マ
を
持
つ
人
に
対
し
て
過
度
に

配
慮
を
し
て
み
せ
た
り
、
神
秘
的
な
存
在
と
し
て
取
り
扱
っ
た
り
、

差
別
や
虐
待
の
対
象
と
し
て
捉
え
た
り
、
あ
る
い
は
﹁
存
在
し
な

い
人
﹂
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
薄
井
、
二
〇
二
二
：

五
六
︲
六
〇
）。
子
ど
も
が
大
人
の
会
話
に
加
わ
ろ
う
と
し
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
﹁
市
民
的
不
注
意︶

5
︵

（civil inattention

）﹂（G
offm

an, 
1963b=

一
九
八
〇
：
九
三
）
に
よ
っ
て
﹁
存
在
し
な
い
人
﹂
と
し
て
、

相
互
行
為
か
ら
弾
き
出
さ
れ
る
。こ
の
よ
う
に
、﹁
フ
ェ
イ
ス
﹂を
失
っ

た
人
は
、
普
通
の
人
間
と
の
相
互
行
為
な
ら
適
用
さ
れ
る
道
徳
的
規

則
が
適
用
さ
れ
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、記
者
会
見
に
お
け
る﹁
記

者
の
質
問
に
対
し
て
適
切
な
回
答
を
行
う
﹂
と
い
う
規
則
も
、﹁
フ
ェ

イ
ス
﹂
を
失
っ
た
記
者
を
相
手
に
す
る
場
合
は
無
視
し
て
も
良
い
も

の
と
な
る
。
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い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
理
解
が
及
ん
で

い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
記
者
が
ト
ラ
ン
プ
を
﹁
デ
マ
﹂
と
呼
ぶ
こ

と
に
対
し
て
、ト
ラ
ン
プ
は
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
と
指
摘
す
る
。

つ
ま
り
、記
者
は
﹁
大
統
領
﹂
な
ら
び
に
﹁
研
究
者
﹂
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
述
部
の
関
係
性
を
理
解
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
理
解
し
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
点
を
無
視
し
て
、
大
統
領
の
イ
メ
ー
ジ

ダ
ウ
ン
を
狙
っ
て
意
図
的
に
自
ら
を
﹁
デ
マ
﹂
と
呼
ぼ
う
と
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
ト
ラ
ン
プ
は
記
者
を
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂

と
呼
び
、﹁
異
常
な
人
間
﹂
で
あ
る
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
使
用
さ
れ
て
い
る
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
の
適
用
規
則
に
な
っ

て
い
る
の
が
、﹁
発
話
の
な
か
で
示
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
の
論
理

を
理
解
で
き
て
い
る
か
﹂
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
実
践
を
通
じ
て
、
ト
ラ
ン
プ
は
記

者
を
﹁
異
常
な
人
間
﹂
と
し
て
記
者
会
見
に
お
け
る
質
問
の
拒
否
を

達
成
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
者
を
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
と
呼

ぶ
こ
と
で
質
問
を
拒
否
す
る
手
法
は
他
の
会
見︶

6
︵

で
も
用
い
ら
れ
て
い

る
。
ト
ラ
ン
プ
を
は
じ
め
と
し
た
政
治
家
の
こ
う
し
た
発
言
は
し
ば

し
ば
荒
唐
無
稽
な
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
が
、成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
彼
・
彼
女
ら
の
主
張
に

は
明
確
な
論
理
が
あ
り
、
そ
の
論
理
は
き
わ
め
て
精
緻
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。こ
う
し
た
点
か
ら﹁
社
会
学
的
言
い
訳
批
判
﹂

を
見
る
と
、
ど
の
よ
う
に
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
記
述
で
、
ア
ン
ジ
ェ
ラ
は
①
で
状
況
を
伝
え
、
②
で
﹁
こ
の

タ
イ
プ
の
場
面
の
指
示
す
る
適
切
な
行
動
の
模
範
﹂
を
示
し
た
う
え

で
、
③
で
Ｋ
の
行
動
が
﹁
異
常
﹂
な
も
の
で
あ
る
と
示
し
て
い
る

（Sm
ith, 1978=

一
九
八
七
：
一
四
〇
）。
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
述
部
の
関

係
性
の
背
反
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
Ｋ
を
﹁
精
神
病
患
者
﹂
と
し
て

カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、﹁
精
神
病
患
者
﹂
と
﹁
常
人
﹂

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
集
合
を
持
つ
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
の
適
用

規
則
は
﹁
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
述
部
の
規
範
的
な
つ
な
が
り
に
背
反
し
て

い
る
か
ど
う
か
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
適
用
規
則
を
持

つ
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
は
他
に
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、﹁
モ

ン
ト
リ
オ
ー
ル
の
虐
殺
﹂
で
知
ら
れ
る
マ
ー
ク
・
レ
パ
イ
ン
の
科
学

技
術
専
門
学
校
の
女
子
生
徒
を
﹁
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
﹂
と
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
も
該
当
す
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
（Eglin &

 H
ester, 1999=

二
〇
〇
〇
）。

ト
ラ
ン
プ
は
記
者
を
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
化

す
る
際
、
自
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
の
論
理
の
な
か
で
使
用
し
た
［
専

門
家
、
素
人
］
と
い
う
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
を
﹁
根
拠
﹂
と
し

て
利
用
し
て
い
る
。﹁
大
統
領
﹂
は
研
究
者
か
ら
の
研
究
報
告
を
伝

え
た
だ
け
に
過
ぎ
ず
、﹁
研
究
者
﹂
は
自
ら
の
専
門
分
野
の
知
見
に

関
し
て
政
府
に
報
告
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

述
部
の
関
係
性
を
改
め
て
示
す
こ
と
で
、
ト
ラ
ン
プ
は
本
来
、
記
者

で
あ
る
な
ら
ば
、
理
解
で
き
る
と
期
待
さ
れ
る
事
柄
を
理
解
で
き
て
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る
。
そ
の
点
で
、﹁
社
会
学
的
言
い
訳
批
判
﹂
も
同
様
で
あ
る
。

ト
ラ
ン
プ
は
記
者
を﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
す
る
際
、［
専
門
家
、
素
人
］
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
論
理
を
使
用
し
、

そ
れ
を
理
解
で
き
な
い
（
あ
る
い
は
、
理
解
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
何
ら
か
の
意
図
に
基
づ
い
て
無
視
し
て
い
る
）
人
間
と
し
て
記
者

を
位
置
づ
け
て
い
た
。
こ
う
し
た
実
践
の
特
徴
は
、
こ
の
実
践
を
通

じ
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
の
対
象
と
な
っ
た
人
物
の
﹁
フ
ェ
イ
ス
﹂
を

潰
す
点
に
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
の
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
の
場
合
、

そ
れ
は
記
者
会
見
で
の
質
問
の
拒
否
と
い
う
道
徳
的
規
則
の
違
反
を

正
当
化
す
る
目
的
の
も
と
に
成
さ
れ
て
い
た
。﹁
社
会
学
的
言
い
訳

批
判
﹂
と
い
う
実
践
も
同
様
に
、
人
々
の
日
常
的
な
や
り
と
り
の
な

か
で
、
道
徳
的
規
則
の
違
反
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
参
与
者
が
﹁
そ
れ
は
社
会
学
的
言
い
訳

に
過
ぎ
な
い
﹂
と
別
の
参
与
者
に
向
け
て
発
話
す
る
と
き
、
そ
の
発

話
を
通
じ
て
、
そ
の
参
与
者
は
﹁
社
会
学
的
言
い
訳
を
す
る
人
﹂
と

し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
、
そ
れ
以
降
に
何
を
伝
え
て
も
、
そ
れ
ら

は
全
て
﹁
言
い
訳
﹂
と
し
て
聞
こ
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
以
降
の
発
話

に
対
し
て
適
切
に
応
答
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
で
、﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
や
﹁
社

会
学
的
言
い
訳
批
判
﹂
は
対
立
を
促
進
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
実
践
だ

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
、﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
や
﹁
社
会
学
的
言
い
訳

批
判
﹂
は
政
治
思
想
の
分
極
化
（
辻
編
、
二
〇
二
一; B

ail, 2021=

五　

お
わ
り
に
―
―
社
会
学
的
言
い
訳
批
判
と
「
分
断
」

本
稿
で
は
、﹁
社
会
学
的
言
い
訳
批
判
﹂が
も
た
ら
す﹁
指
摘
﹂と﹁
悪

口
﹂
の
分
断
を
考
察
す
る
た
め
に
、
同
じ
特
性
を
持
つ
﹁
フ
ェ
イ
ク

ニ
ュ
ー
ス
﹂
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
運
用
を
実
際
の
相
互
行
為
場
面

を
事
例
と
し
て
取
り
あ
げ
て
、
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
分
析
の
観
点
か

ら
ご
く
簡
単
に
検
討
し
て
き
た
。

記
者
が
政
治
家
を
失
脚
さ
せ
る
た
め
に
意
図
的
な
情
報
を
新
聞
記

事
と
し
て
書
い
た
り
、
デ
マ
を
書
い
た
り
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
こ

と
は
、
当
た
り
前
だ
が
、
現
代
に
お
い
て
突
然
生
じ
た
こ
と
で
は
な

い
。
噂
や
デ
マ
、
流
言
は
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
て
、
山
口
真
一
が

言
う
よ
う
に
、
現
象
と
し
て
の
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
は
﹁
ソ
ー
シ
ャ

ル
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
に
よ
り
、
量
が
増
え
て
大
規
模
化
し
や
す
く

な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
﹂（
山
口
、
二
〇
二
二
：
七
六
）。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
記
者
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
で
の
情

報
発
信
者
な
ど
を
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
そ
れ
自
体
は
、
明
確
に
新
し
い
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
サ
ッ
ク
ス
が
言
う
よ
う

に
﹁
支
配
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
基
本
的
に
、
人
々
が
現
実
を
ど

の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
を
規
定
し
て
い
る
﹂
の
で
あ
り
（Sacks, 

1979=

一
九
八
七
：
二
六
）、﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
と
い
う
カ
テ

ゴ
リ
ー
が
生
ま
れ
、
使
わ
れ
て
い
る
こ
の
現
状
は
、
間
違
い
な
く
旧

来
の
そ
れ
と
は
異
な
る
現
実
の
見
方
を
創
り
出
し
て
い
る
と
い
え
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ら
な
い
。
政
治
的
な
発
言
、
学
術
的
な
論
争
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ

ア
で
の
や
り
と
り
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
﹁
社
会
学
的
言
い
訳
批

判
﹂
は
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
丹
念
に
観
察
し
、
記
述

す
る
こ
と
が
﹁
社
会
学
的
言
い
訳
批
判
﹂
を
理
解
す
る
た
め
の
第
一

歩
と
な
る
だ
ろ
う
。

註
（
1
） 

サ
ン
ダ
ー
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
リ
ン
デ
ン
ら
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
に
お
け
る
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
の
理
解
は
党
派
に
よ
っ
て

分
か
れ
て
い
る（Linden et al., 2020

）。
本
稿
の
議
論
に
即
し
て
言
え
ば
、

共
和
党
支
持
者
は
﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
で
あ
る
と
﹁
指
摘
﹂
す
る
メ

デ
ィ
ア
は
、
民
主
党
支
持
者
に
と
っ
て
は
全
う
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
共

和
党
支
持
者
か
ら
の
指
摘
は
﹁
悪
口
﹂
と
し
て
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

（
2
） 

小
宮
友
根
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
サ
ッ
ク
ス
の
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置

と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
彼
が
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
シ
ェ
グ
ロ
フ
ら
と
共
に
展

開
し
た
﹁
会
話
分
析
﹂
と
は
切
り
離
さ
れ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い

が
、
む
し
ろ
社
会
成
員
が
行
っ
て
い
る
活
動
を
経
験
的
に
記
述
す
る
と

い
う
点
に
お
い
て
は
、
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
も
、
会
話
分
析
も
一

貫
し
た
関
心
の
も
と
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
（
小
宮
、

二
〇
二
二
：
九
八
）。
そ
れ
に
従
え
ば
、
本
稿
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
ク
リ

プ
ト
の
記
述
も
、
会
話
分
析
の
表
記
（Jefferson, 2004

）
に
従
う
ほ
う
が

よ
り
正
確
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
回
は
分
析
の
関
係
上
、
精
緻
な
書
き

起
こ
し
を
必
要
は
な
い
と
判
断
し
、
以
上
の
よ
う
な
記
述
と
な
っ
た
。

（
3
） 

和
訳
の
際
に
は
、
ト
ラ
ン
プ
の
話
し
方
を
再
現
す
る
た
め
に
、
意
図
的
に

二
〇
二
二
）の
象
徴
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
何
が
﹁
分
断
﹂
し
て
い
る
の
か

と
い
う
点
で
あ
る
。
先
述
し
た
、
相
手
の
﹁
フ
ェ
イ
ス
﹂
を
潰
す
カ

テ
ゴ
リ
ー
化
実
践
は
た
し
か
に
対
立
を
生
む
も
の
で
あ
る
が
、﹁
フ
ェ

イ
ス
﹂
が
潰
さ
れ
て
も
仕
方
な
い
と
社
会
的
に
広
く
見
な
さ
れ
て
い

る
人
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
対
立
に
は
な
ら
な
い
。﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー

ス
﹂や﹁
社
会
学
的
言
い
訳
批
判
﹂が
対
立
を
促
進
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
実
践
と
な
る
の
は
、
そ
の
実
践
を
一
部
の
人
が
正
当
な
も
の
と
し

て
受
け
入
れ
る
一
方
で
、
他
方
で
は
そ
の
実
践
が
不
当
な
も
の
と
し

て
受
け
入
れ
る
と
き
で
あ
る
。
本
稿
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
か

ら
言
え
ば
、
そ
う
し
た
理
解
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
規
範
的

に
期
待
で
き
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
活
動
・
述
部
の
関
係
性
に
対
す
る
集

団
間
で
の
理
解
の
差
異
で
あ
る
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
活
動
・
述
部
の
関
係
性
の
期
待
に
集
団
の
間
で
差

異
が
あ
れ
ば
、そ
れ
は﹁
現
実
の
見
方
﹂の
差
異
に
つ
な
が
り
、﹁
指
摘
﹂

と
﹁
悪
口
﹂
の
境
界
と
な
る
。
さ
ら
に
は
、
ど
ち
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
活
動
・
述
部
の
関
係
性
が
適
切
で
あ
る
か
を
め
ぐ
る
せ
め
ぎ
合
い

が
生
じ
る
だ
ろ
う
。﹁
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
﹂
や
﹁
社
会
学
的
言
い

訳
批
判
﹂
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
実
践
は
、
こ
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中

心
に
現
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
社
会
学
的
言
い

訳
批
判
﹂
を
経
験
的
に
考
察
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
発
話
が
用
い
ら

れ
て
い
る
相
互
行
為
場
面
そ
れ
自
体
を
分
析
対
象
と
し
、
そ
の
秩
序

が
い
か
に
し
て
達
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な



95

「指摘」と「悪口」の境界

Ｔ
： H

ey, Phil, hey Phil. I ’m
 the president and you ’re fake new

s. A
nd you 

know
 w

hat I ’ll say to you. I ’ll say very nicely, I know
 you w

ell. I know
 

you w
ell. B

ecause I know
 the guy, I see w

hat he w
rites. H

e ’s a total 
faker. So, are you ready? A

re you ready? A
re you ready? It ’s just a 

suggestion from
 a brilliant lab, by a very, very sm

art, perhaps brilliant 
m

an. H
e ’s talking about sun, he ’s talking about heat, and you see the 

num
bers. So that ’s it. That ’s all I have. I ’m

 just here to present talent. I ’m
 

here to present ideas because w
e w

ant ideas to get rid of this thing. A
nd 

if heat is good and if sunlight is good, that ’s a great thing as far as I ’m
 

concerned. G
o ahead.

文
献
・
資
料

B
ail, C

hris, 2021, Breaking the Social M
edia Prism

: H
ow

 to M
ake O

ur 
Platform

s Less Polarizing, Princeton: Princeton U
niversity Press. 

（
松
井

信
彦
訳
、
二
〇
二
二
、﹃
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
・
プ
リ
ズ
ム
―
―SN

S

は
な

ぜ
ヒ
ト
を
過
激
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す
る
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﹄
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す
ず
書
房
。）

Eglin, Peter &
 Stephen H

ester, 1999, “‘You ’re A
ll a B

unch of Fem
inists ’: 

C
ategorization and the Politics of Terror in the M

ontreal M
assacre, ” 

H
um

an Studies, 22(2): 253-72. 
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小
松
栄
一
訳
、
二
〇
〇
〇
、﹁﹃
お
ま
え
ら

は
み
ん
な
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
一
味
だ
﹄
―
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カ
テ
ゴ
リ
ー
化
と
テ
ロ
の
政
治
﹂

﹃
文
化
と
社
会
﹄
二
：
七
四
︲
九
八
。）

Francis, D
avid &

 Stephen H
ester, 2004, An Invitation to Ethnom

ethodology: 
Language, Society and Interaction, C

alifornia: Sage Publications. 

（
中
河

伸
俊
・
岡
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論
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宮
友
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二
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四
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ソ
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ロ
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待
―
―
言
語
・
社
会
・
相
互
行
為
﹄
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
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記
者
と
言
葉
遣
い
を
変
え
て
い
る
。
そ
の
際
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ス
ピ
ー
カ
ー

に
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
を
確
認
し
て
も
ら
い
、
訳
の
テ
イ
ス
ト
に
関
し
て

意
見
を
も
ら
い
、
反
映
し
て
い
る
。
和
訳
の
際
に
作
成
し
た
原
文
の
ト
ラ

ン
ス
ク
リ
プ
ト
は
付
録
に
記
載
し
て
い
る
。

（
4
） 

邦
訳
で
は
、face

は
﹁
面
目
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

こ
で
は
原
文
の
意
図
を
明
確
に
す
る
た
め
、﹁
フ
ェ
イ
ス
﹂
と
訳
し
直
し

て
い
る
。

（
5
） 

邦
訳
で
は
、civil inattention

は
﹁
儀
礼
的
無
関
心
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
原
文
の
意
図
を
明
確
に
す
る
た
め
、﹁
市
民

的
不
注
意
﹂
と
訳
し
直
し
て
い
る
。

（
6
） 

例
え
ば
、
二
〇
一
七
年
、
ま
だ
大
統
領
候
補
で
あ
っ
た
ト
ラ
ン
プ
は
Ｃ
Ｎ

Ｎ
の
記
者
で
あ
る
ジ
ム
・
ア
コ
ス
タ
が
記
者
会
見
で
質
問
を
試
み
た
際
、

﹁
お
前
じ
ゃ
な
い
、
お
前
じ
ゃ
な
い
﹂
と
ト
ラ
ン
プ
は
言
い
、
続
け
て
﹁
お

前
の
組
織
は
ひ
ど
い
。
お
前
の
組
織
は
ひ
ど
い
。
黙
れ
、
黙
れ
。［
お
そ

ら
く
別
の
記
者
と
思
わ
れ
る
］
彼
女
が
質
問
を
し
て
い
る
ん
だ
。
無
礼
な

こ
と
を
す
る
な
﹂
と
言
っ
た
。
そ
の
後
、
ア
コ
ス
タ
が
﹁
我
々
の
報
道
機

関
を
攻
撃
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
我
々
に
質
問
し
て
く
れ
な
い
か
？
﹂
と

繰
り
返
し
問
う
た
と
こ
ろ
、
ト
ラ
ン
プ
は
﹁
お
前
に
質
問
を
す
る
つ
も
り

は
な
い
。
お
前
は
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
だ
﹂
と
返
答
し
た
と
い
う
（Tani, 

2017

）。

付
録

Ｒ
： You ’re the president and people tuning into these briefings, they w

ant to 
get inform

ation and guidance and w
ant to know

 w
hat to do. （

ト
ラ
ン
プ

が
割
り
込
ん
で
く
る
）They ’re not looking for rum

or.
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“You A
re Fake N

ew
s: Political B

ias in Perceptions of Fake N
ew
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田
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光
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﹄
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社
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﹂
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﹃
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ェ
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ク
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系
﹄
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二
︲
四
五
。

M
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p hits C

N
N

 and W
ashington Post reporters 

as ‘fake new
s ’ during briefing, ” TH

E H
ILL, A
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迷
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︲
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澤
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﹂﹃
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