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の
評

論
教
材
で
あ
る
。

「
メ
デ
ィ
ア
の
テ
ロ
ル
」
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
私
た
ち
か
ら
〈
は
る
け

さ
〉
を
奪
い
、
〈
い
ま
〉
と
い
う
時
間
感
覚
を
変
容
さ
せ
、
経
験
世
界

の
豊
か
さ
を
な
く
し
て
い
る
と
警
鐘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
経

験
の
崩
壊
」
は
情
報
の
大
量
普
及
と
そ
の
消
費
者
の
大
量
出
現
を
前
に
、

も
の
や
事
件
と
情
報
の
間
の
明
瞭
な
区
別
を
無
意
味
に
す
る
と
い
う
新

た
な
底
値
に
達
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。

指
導
書
は
、
教
材
の
指
溝
目
標
を
内
容
理
解
に
重
点
を
置
き
、
指
導

の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
次
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る

①
「
メ
デ
ィ
ア
の
テ
ロ
ル
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
読
み

取
ら
せ
る
。

②
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
な
ど
、
メ
デ
ィ
ア
論
の
先
駆
者

の
意
見
に
触
れ
さ
せ
る
。

③
「
メ
デ
ィ
ア
の
テ
ロ
ル
」
を
、
生
徒
自
身
に
も
降
り
か
か
っ
て

い
る
問
題
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
方
法
に
つ
い
て
考
え
さ
せ

る。

教
材
は
、
「
複
製
技
術
に
よ
る
芸
術
作
品
の
一
回
性
の
喪
失
ー
ー
た

し
か
に
そ
れ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
う
ア
ウ
ラ
の
喪
失
に
は
違
い
な
い

が
、
単
に
そ
れ
は
芸
術
作
品
の
受
容
に
限
ら
ず
、
広
く
わ
た
し
た
ち
の

生
の
感
覚
の
全
容
に
関
わ
っ
て
い
る
」
と
問
題
提
起
す
る
。
こ
の
「
広

く
わ
た
し
た
ち
の
生
の
感
覚
の
全
容
に
関
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
部
分

が
筆
者
の
主
張
す
る
「
メ
デ
ィ
ア
の
テ
ロ
ル
」
に
よ
る
「
経
験
の
崩
壊
」

で
あ
る
。

二
「
作
品
」

「
メ
デ
ィ
ア
の
テ
ロ
ル
」

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
い
う
わ
か
り
や
す
さ

黒
の
価
値
の
変
容
と
メ
デ
ィ
ア

で
は
、
問
題
提
起
の
後
に
「
距
離
」
が
問
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