
●
情
報
源
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア

　

イ
ン
ド
の
政
治
経
済
を
研
究
対
象
と

し
て
い
る
と
い
う
仕
事
柄
、
毎
日
少
な

く
と
も
一
紙
は
現
地
の
新
聞
を
読
む
よ

う
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
雑
誌
に
つ
い

て
も
、
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
研
究

テ
ー
マ
に
関
連
す
る
記
事
や
今
後
の
研

究
に
つ
な
が
る
可
能
性
の
あ
り
そ
う
な

内
容
の
記
事
を
中
心
に
、
で
き
る
だ
け

目
を
通
す
よ
う
心
掛
け
て
い
る
。

　

や
は
り
、
イ
ン
ド
で
い
ま
何
が
重
要

な
問
題
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
知
ろ
う
と
思
え
ば
、
現

地
の
新
聞
や
雑
誌
を
読
む
と
い
う
の
が

最
も
手
っ
取
り
早
く
確
実
な
方
法
で
あ

る
。
実
際
、
こ
の
連
載
の
執
筆
の
た
め

の
ネ
タ
探
し
や
関
連
情
報
の
収
集
を
行

う
際
に
も
、
イ
ン
ド
の
新
聞
・
雑
誌
は

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
情
報

源
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

● 「
民
主
主
義
の
柱
石
」と
し
て
の

　

メ
デ
ィ
ア

　

イ
ン
ド
は
、
わ
ず
か
の
例
外
的
な
期

間
を
除
い
て
、
独
立
か
ら
現
在
に
至
る

ま
で
民
主
的
な
政
治
体
制
を
維
持
し
て

き
た
数
少
な
い
開
発
途
上
国
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。
そ
し
て
、「
世
界
最
大
の
民

主
主
義
」
を
維
持
し
て
き
た
と
い
う
イ

ン
ド
の
来
歴
は
、
報
道
の
自
由
の
下
で

多
種
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
が
発
展
し
て
き

た
こ
と
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。

　

い
く
つ
か
の
デ
ー
タ
か
ら
、
こ
の
点

を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。図
1
は
、

ア
ジ
ア
の
六
カ
国
に
つ
い
て
、
成
人
人

口
一
〇
〇
〇
人
あ
た
り
の
日
刊
紙
の
発

行
部
数
と
日
刊
紙
数
を
表
し
た
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
図
2
は
、
ア
メ
リ
カ
の

調
査
機
関
で
あ
る
フ
リ
ー
ダ
ム
・
ハ
ウ

ス
が
作
成
し
た
報
道
の
自
由
に
関
す
る

指
標
を
用
い
て
、
同
じ
六
カ
国
を
比
較

し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
図
か
ら
、
次
の
よ
う
な
点

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

中
国
、マ
レ
ー
シ
ア
、（
こ
こ
数
年
の
）タ

イ
と
い
っ
た
国
々
で
は
、
新
聞
の
発
行

部
数
は
イ
ン
ド
と
同
様
に
非
常
に
多
い

も
の
の
、
メ
デ
ィ
ア
は
報
道
の
自
由
が

大
き
く
制
限
さ
れ
る
な
か
で
活
動
す
る

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
つ
い

て
は
、
上
記
の
三
カ
国
よ
り
も
比
較
的

報
道
の
自
由
は
尊
重
さ
れ
て
い
る
が
、

新
聞
と
い
う
媒
体
が
そ
れ
ほ
ど

社
会
に
広
く
行
き
渡
っ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。
一
方
、イ
ン

ド
で
は
、他
の
国
々
よ
り
も
報

道
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
環
境

の
下
で
メ
デ
ィ
ア
が
報
道
を
行

い
な
が
ら
、
多
種
多
様
な
新
聞

が
大
量
に
発
行
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

●
非
常
事
態
下
の
メ
デ
ィ
ア

　
「
民
主
主
義
の
柱
石
」
と
し

て
の
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
は
、
歴

史
的
な
視
点
か
ら
も
確
か
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

前
節
の
冒
頭
に
あ
る
「
わ
ず
か
の
例

外
的
な
期
間
」
と
い
う
の
は
、
一
九
七

五
年
六
月
か
ら
一
九
七
七
年
三
月
ま
で

続
い
た
非
常
事
態
の
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
辞
任
要
求
運
動
の
激

化
に
よ
っ
て
窮
地
に
立
た
さ
れ
た
当
時

の
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
首
相
が

強
行
し
た
「
上
か
ら
の
ク
ー
デ
タ
ー
」

で
あ
る
。
こ
の
非
常
事
態
の
下
で
、
反

対
勢
力
の
政
治
家
や
活
動
家
の
拘
束
、

基
本
的
人
権
の
制
限
、
強
制
断
種
や
ス

ラ
ム
の
一
掃
と
い
っ
た
強
権
的
な
政
策

が
矢
継
ぎ
早
に
実
行
さ
れ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
言
論
の
自
由
や
報
道
の
自
由
も
無

傷
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
（
な
お
、
以

下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
参
考
文
献
①

の
五
〇
一
〜
五
〇
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
）。

　

非
常
事
態
の
一
環
と
し
て
、
報
道
機
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図1　アジア6カ国の日刊紙の発行（2009年）

（出所）World Association of Newspapers and News Publishersによって発行されて
いる World Press Trends 2010 を基に筆者作成。
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関
へ
の
圧
力
が
強
め
ら
れ
、
厳
し
い
情

報
統
制
が
敷
か
れ
た
。
非
常
事
態
宣
言

が
発
令
さ
れ
た
そ
の
日
か
ら
、
す
べ
て

の
報
道
機
関
に
対
し
て
事
前
検
閲
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
半

年
後
に
は
、「
反
社
会
的
出
版
物
」
の

発
行
を
禁
止
す
る
大
統
領
令
が
出
さ
れ

た
。
ま
た
、
大
手
通
信
社
の
統
合
と
国

に
よ
る
管
理
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
た
独
立
的
な
監
視
機
関
で
あ
る
「
報

道
評
議
会
」（P
ress C

oun
cil

）
の

廃
止
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
逮
捕
な
ど

も
次
々
と
行
わ
れ
た
。

　

た
だ
し
、
情
報
統
制
の
手
段
と
し
て

用
い
ら
れ
た
の
は
「
ム
チ
」
だ
け
で
は

な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
報
道
機
関
を
手

な
ず
け
る
た
め
の
「
ア
メ
」
と
し
て
、

政
府
広
告
が
積
極
的
に
利
用
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
政
府
は
「
友
好
的

な
新
聞
」
に
は
気
前
よ
く
政

府
広
告
を
出
す
一
方
、
政
府

に
批
判
的
な
新
聞
に
対
し
て

は
政
府
広
告
を
掲
載
し
な
い

こ
と
で
無
言
の
圧
力
を
か
け

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
非
常
事

態
と
い
う
「
逸
脱
事
例
」
か

ら
、
報
道
の
自
由
の
下
で
発

展
を
遂
げ
た
メ
デ
ィ
ア
と
い

う
存
在
が
、
権
威
主
義
的
な

政
府
に
と
っ
て
い
か
に
大
き

な
脅
威
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。
な

お
、
こ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る

抑
圧
も
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
イ
ン

デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
退
場
と
と
も

に
、
報
道
の
自
由
が
回
復
し
、
メ
デ
ィ

ア
の
活
動
は
再
び
活
発
に
な
る
。

●
イ
ン
ド
の
メ
デ
ィ
ア
の
問
題
点

　

確
か
に
、「
世
界
最
大
の
民
主
主
義
」

を
維
持
し
て
い
く
上
で
メ
デ
ィ
ア
が
い

か
に
大
き
な
貢
献
を
し
て
き
た
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
、
強
調
し
て
も
し
す

ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
イ
ン
ド

の
メ
デ
ィ
ア
に
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い

の
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な

い
。
イ
ン
ド
を
代
表
す
る
知
識
人
の
一

人
で
あ
る
経
済
学
者
の
ア
マ
ル
テ
ィ

ア
・
セ
ン
は
、
イ
ン
ド
の
メ
デ
ィ
ア
が

果
た
し
て
き
た
役
割
を
賞
賛
し
つ
つ

も
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
し
て

い
る
（
参
考
文
献
②
）。

　

第
一
に
、
講
演
で
話
し
た
内
容
が
完

全
に
誤
っ
た
形
で
報
道
さ
れ
て
し
ま
う

と
い
う
経
験
を
立
て
続
け
に
し
た
こ
と

を
例
と
し
て
挙
げ
な
が
ら
、
イ
ン
ド
の

メ
デ
ィ
ア
の
報
道
内
容
の
正
確
さ
に
大

き
な
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
誤
報

の
詳
細
に
つ
い
て
は
セ
ン
自
身
の
コ
ラ

ム
に
譲
る
が
、
こ
の
よ
う
な
不
正
確
な

内
容
の
記
事
が
堂
々
と
新
聞
に
載
り
、

そ
れ
を
多
く
の
読
者
が
読
ん
で
い
る
と

考
え
た
だ
け
で
も
背
筋
の
冷
た
く
な
る

思
い
が
す
る
。

　

第
二
に
、
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
が
経
済

発
展
の
恩
恵
に
浴
し
て
い
る
一
部
の
恵

ま
れ
た
人
た
ち
に
よ
り
大
き
な
焦
点
を

当
て
る
傾
向
に
あ
る
た
め
、
イ
ン
ド
に

暮
ら
す
大
部
分
の
人
た
ち
が
経
済
発
展

か
ら
取
り
残
さ
れ
た
ま
ま
貧
困
に
あ
え

い
で
い
る
と
い
う
厳
し
い
現
実
が
読
者

に
十
分
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
主
張
す

る
。
そ
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
取

り
上
げ
ら
れ
る
内
容
が
明
る
い
側
面
ば

か
り
に
大
き
く
偏
る
こ
と
で
、
貧
困
層

が
置
か
れ
て
い
る
悲
惨
な
状
況
を
改
善

す
る
た
め
に
不
可
欠
な
政
策
へ
の
政
治

的
無
関
心
が
助
長
さ
れ
か
ね
な
い
と
セ

ン
は
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
懸
念
は
、
農
村
問
題
に

つ
い
て
健
筆
を
振
る
っ
て
き
た
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
Ｐ
・
サ
イ
ナ
ー
ト
に
よ
っ

て
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。
サ
イ
ナ
ー
ト

は
、
最
近
の
傾
向
と
し
て
「
メ
デ
ィ
ア

と
普
通
の
人
々
が
直
面
し
て
い
る
現
実

の
間
の
乖
離
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ

て
い
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
。
特
に
、

ほ
と
ん
ど
の
新
聞
社
が
農
村
問
題
を
専

門
に
扱
う
記
者
を
置
い
て
い
な
い
の

は
、
全
人
口
の
約
七
〇
％
を
占
め
る
農

村
に
暮
ら
す
人
々
な
ど
ど
う
で
も
よ
い

と
い
っ
て
い
る
に
等
し
い
と
指
摘
し
、

こ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
姿
勢
を
厳
し

く
批
判
し
て
い
る
（
参
考
文
献
③
）。

　

実
は
、
イ
ン
ド
の
メ
デ
ィ
ア
、
そ
し

て
、
そ
こ
か
ら
情
報
を
得
て
い
る
私
た

ち
の
よ
う
な
一
般
読
者
が
直
面
し
て
い

る
問
題
は
、
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
最
近
に
な
っ
て
、「
民
主
主
義
の

柱
石
」
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を

脅
か
し
か
ね
な
い
重
大
な
問
題
が
、

様
々
な
形
で
現
れ
て
き
て
い
る
。

（
み
な
と　

か
ず
き
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所　

在
デ
リ
ー
海
外
派
遣
員
）
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図2　アジア6カ国の「報道の自由」（1994～2011年）

（注） この指標は0から100までの値を取り、値が小さくなるほど報道の自由がより保障されて
いることを意味する。各国における報道の自由の現状については、上記URLを参照。

（出所） Freedom Houseのデータ（http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-
press）を基に筆者作成。

100

80

60

40

20

0

19
94
 
19
95
 
19
96
 
19
97
 
19
98
 
19
99
 
20
00
 
20
01
 
20
02
 
20
03
 
20
04
 
20
05
 
20
06
 
20
07
 
20
08
 
20
09
 
20
10
 
20
11

インドフィリピンインドネシア
タイマレーシア中国

48アジ研ワールド・トレンド No.203 （2012. 8）




