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てい談
信
し
よ
う
と
い
う
の
が
基
本
に
あ
る
と
思
う
ん

で
す
け
ど
も
、
私
は
そ
れ
よ
り
も
日
本
の
三
七

0
0
の
各
自
治
体
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
文
化

発
信
の
た
め
の
努
力
を
傾
け
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
の
方
を
重
視
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
事

実
、
文
化
庁
予
算
は
約
六

0
0億
円
で
す
が
、

各
自
治
体
の
文
化
予
算
を
全
部
合
わ
せ
ま
す
と
、

大
体
そ
の
一

0
倍
の
六

0
0
0億
円
く
ら
い
に

な
り
ま
す
。
地
方
で
は
、
富
山
県
利
賀
村
の
演

劇
祭
や
大
分
県
湯
布
院
町
の
映
画
祭
な
ど
、
今

ま
で
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
市
町
村
レ
ベ
ル

で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
は
じ
め
て
い
る
。
ほ
か

に
例
を
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
ん
で
す
が
、
最

「文化発信社会」
に向けて

特
集
●
文
化
発
信
社
会
に
向
け
て

近
の
自
治
体
の
持
っ
て
る
文
化
発
信
の
意
気
込

み
と
い
う
の
は
大
変
な
も
の
で
す
。
そ
れ
が
も

と
に
な
ら
な
い
と
国
か
ら
世
界
に
向
け
て
と
い

う
こ
と
も
空
疎
な
も
の
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
、
そ
ん
な
こ
と
を
ま
ず
最
初
に
感
じ
ま
し
た
。

永
井
よ
く
、
現
代
の
日
本
人
は
ど
う
い
う
顔

を
し
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
国
際
的
批

判
が
あ
り
ま
す
ね
。
現
代
の
日
本
人
が
ど
ん
な

こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
知
り
た
い
と
い
う
こ

と
も
「
文
化
発
信
社
会
」
の
要
請
の
―
つ
な
ん

で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
文
化
庁
予
算
の
八
割
く

ら
い
は
伝
統
芸
術
の
保
存
に
当
て
ら
れ
て
い
て
、

現
代
の
芸
術
文
化
の
振
興
に
ま
と
も
な
予
算
が

--
．． 呵潤濯■|敬称略•発言順

溶階秀声（国立西洋美術館長）

加藤秀後（放送教育開発センター所長）

永・*多廻手 (NHK解説委員）

加
藤
こ
の
「
文
化
発
信
社
会
」
と
い
う
の
は
、

二
重
、
三
重
の
構
造
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

国
が
お
考
え
に
な
る
の
は
国
と
し
て
世
界
に
発

つ
き
は
じ
め
た
の
は
、
平
成
二
年
に
芸
術
文
化

振
興
基
金
が
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
じ
ゃ
な
い
か

と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。
文
化
を
発
信
す

る
た
め
に
は
、
ま
ず
自
分
の
所
の
文
化
を
豊
か

に
育
て
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
ん
で
す
が
、
実

際
に
は
本
当
に
わ
ず
か
な
こ
と
し
か
や
っ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に
平
成
時
代
の
大
き
な
課

題
の
一
っ
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

高
隋
国
際
的
に
日
本
が
顔
が
見
え
な
い
と
し

ば
し
ば
言
わ
れ
る
ん
で
す
が
、
古
い
も
の
や
ハ

イ
テ
ク
製
品
は
見
え
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ

の
二
面
が
一
体
ど
う
つ
な
が
っ
て
る
ん
だ
ろ
う

と
い
う
疑
問
は
確
か
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ど
う

し
て
い
け
ば
い
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

加
藤
文
化
政
策
推
進
会
議
の
中
に
生
活
文

化
・
地
域
文
化
小
委
員
会
と
い
う
の
が
あ
り
ま

し
て
、
一
昨
年
、
生
活
文
化
に
つ
い
て
の
報
告

を
出
し
た
の
で
す
が
、
そ
こ
ま
で
文
化
の
幅
を

広
げ
て
い
き
ま
す
と
、
実
は
私
は
「
文
化
発
信

社
会
」
と
い
う
表
現
の
仕
方
に
ち
ょ
っ
と
危
険

を
感
じ
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
も
な
い
。
と
い
う

の
は
、
例
え
ば
ゴ
ッ
ホ
や
モ
ネ
な
ど
の
画
家
が
、

か
つ
て
出
島
か
ら
流
出
し
た
北
斎
な
ど
の
浮
世

絵
に
大
変
な
感
動
を
受
け
て
、
少
な
か
ら
ぬ
影

響
を
受
け
た
と
い
わ
れ
て
ま
す
。
こ
れ
は
別
段

上
意
義

高
隋
文
化
庁
が
ち
ょ
う
ど
二
五
周
年
を
迎
え

た
昨
年
、
「
文
化
発
信
社
会
に
向
け
て
」
と
い
う

題
が
付
さ
れ
た
「
平
成
五
年
度
我
が
国
の
文
教

施
策
」
（
白
書
）
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
文
化
庁

と
し
て
「
文
化
発
信
社
会
」
と
い
う
言
葉
を
正

式
に
使
っ
た
の
は
今
回
が
初
め
て
だ
と
思
い
ま

す
。
文
化
庁
が
、
こ
れ
か
ら
我
が
国
の
文
化
行

政
を
進
め
て
い
く
上
で
こ
う
し
た
テ
ー
マ
を
掲

げ
た
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
大
き
な
こ
と
で

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
受
け
て
文
化
政

策
推
進
会
議
と
し
て
も
、
「
文
化
発
信
社
会
」
の

構
築
の
た
め
に
ど
う
い
う
こ
と
を
当
面
す
る
べ

き
か
と
い
う
緊
急
提
言
を
、
今
年
の
一
月
―
―

日
に
い
た
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
今
日
は
、
「
文
化
発
信
社
会
」
に
向
け

て
と
い
う
現
在
の
国
の
文
化
行
政
の
方
向
に
つ

い
て
、
日
ご
ろ
お
考
え
の
こ
と
、
そ
の
ほ
か
を

含
め
て
御
自
由
に
御
発
言
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
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高階秀爾氏

だ
れ
か
が
紹
介
し
た
の
で
は
な
く
て
、
彼
ら
自

身
が
発
見
し
た
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
発

信
と
い
う
の
は
外
の
人
か
ら
見
れ
ば
む
し
ろ
発

見
と
い
う
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
国
内
に
つ
い
て
も
、
今
自
治
体
が
い
ろ
い

ろ
努
力
し
て

P
R
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ

う
で
は
な
く
て
、
あ
あ
、
こ
こ
に
こ
ん
な
お
も

し
ろ
い
も
の
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

だ
れ
か
に
発
見
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が
、

文
化
交
流
の
基
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が

し
ま
す
。

高
階
た
だ
、
発
見
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
永

井
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
ま
ず
中
身

が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
北
斎
が
あ
え
て
自
分

か
ら
売
り
込
ま
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
江
戸
時

代
に
そ
れ
だ
け
の
文
化
が
あ
っ
て
見
つ
け
て
も

ら
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
現
代
の

ソ
フ
ト
の
面
を
国
内
的
に
充
実
さ
せ
て
い
く
と

い
う
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
の
た
め

に
い
ろ
い
ろ
な
方
策
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

文
化
の
場
合
は
ど
う
し
て
も
お
金
が
か
か
る
と

い
う
面
が
あ
る
。
の
こ
ろ
は
大
商
人
な
ど

力

し

＿

i

の
あ
と
市
民
に
貸
す

ん
で
す
よ
。
本
物
の
い
い
絵
を
買
う
だ
け
の
余

力
は
大
抵
の
市
民
に
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
年

間
い
く
ら
か
で
借
り
て
飾
っ
て
お
く
わ
け
で
す
。

が
バ
ッ
ク
に
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
西
洋
で

あ
れ
ば
、
か
つ
て
は
王
侯
貴
族
や
教
会
が
パ
ト

ロ
ン
に
な
っ
て
い
た
。
現
在
は
そ
う
い
う
意
味

で
の
権
力
者
が
い
な
く
な
り
、
一
般
市
民
や
公

共
の
資
金
が
、
ど
う
し
て
も
担
い
手
と
し
て
必

要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
に
、

今
、
文
化
庁
は
じ
め
地
方
で
も
予
算
を
な
る
べ

く
獲
得
し
よ
う
と
が
ん
ば
っ
て
お
ら
れ
る
と
思

う
ん
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
ま
ず
国
内
で
そ
れ

だ
け
の
も
の
を
整
備
す
る
た
め
に
ど
う
い
う
こ

と
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
。
こ
れ
が
提
言

の
第
一
の
「
文
化
発
信
社
会
」
の
条
件
整
備
だ
と

思
う
ん
で
す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
見
つ

け
て
も
ら
う
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
仕
組
み
が
必

要
に
な
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
日
本
の
現
代
美

術
に
関
心
が
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
ど
こ
へ
行

け
ば
そ
れ
が
見
ら
れ
る
か
、
す
ぐ
分
か
る
よ
う

な
不
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
を
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

永
井
予
算
を
な
ぜ
引
き
出
せ
な
い
か
と
い
う

こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
国
民
的
な
ニ
ー
ズ
は
あ

っ
て
も
、
具
体
的
に
文
化
の
た
め
に
税
金
を
振

り
向
け
る
べ
き
だ
、
と
い
う
よ
う
な
運
動
に
ま

で
展
開
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

私
は
、
初
等
中
等
教
育
に
ド
ラ
マ
の
表
現
の

途
中
で
ほ
か
の
絵
に
切
り
替
え
る
。
そ
う
す
る

と
何
年
か
経
つ
と
、
買
っ
た
お
金
の
元
が
取
れ

ち
ゃ
う
ん
で
す
。
そ
れ
は
全
部
国
な
い
し
州
の

財
産
で
す
か
ら
、
将
来
的
に
は
そ
れ
が
大
変
な

作
品
と
し
て
保
存
さ
れ
て
る
わ
け
で
す
ね
。
だ

か
ら
美
術
は
美
術
館
で
は
な
く
、
家
庭
に
在
り

と
い
う
こ
と
の
仲
立
ち
を
公
共
機
関
が
や
っ
て

い
る
。
新
進
画
家
は
貧
乏
な
の
が
救
わ
れ
て
、

政
府
は
一
時
出
資
は
し
ま
す
が
貸
し
賃
で
元
は

取
れ
て
、
し
か
も
国
の
文
化
財
は
き
ち
っ
と
保

存
で
き
る
。
市
民
は
毎
日
家
庭
の
中
で
い
い
絵

に
囲
ま
れ
て
生
活
で
き
る
。
全
員
が
得
し
て
、

ち
ゃ
ん
と
お
金
の
回
り
方
は
い
い
。
マ
ネ
ー
ジ

メ
ン
ト
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
基
本
的
な
社

会
的
な
仕
組
み
と
関
係
し
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
一

か
と
思
う
ん
で
す
ね
。

永
井
日
本
で
そ
う
い
う
こ
と
を
や
る
と
し
た

ら
、
予
算
化
の
段
階
で
必
ず
反
対
が
起
こ
る
ん

で
し
ょ
う
ね
。

加
藤
国
で
は
や
り
に
く
い
け
ど
市
町
村
だ
っ

た
ら
や
り
や
す
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

高
隋
や
れ
る
所
か
ら
や
っ
て
み
た
ら
い
い
で

す
ね
。

永
井
去
年
ス
イ
ス
に
行
っ
た
ん
で
す
が
、
ス

イ
ス
で
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
民
間
団
体
が
や

条
件
整
備

手
法
を
借
り
た
芸
術
教
育
と
い
う
も
の
を
盛
り

込
む
こ
と
が
と
て
も
有
効
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
う
ん
で
す
。
今
、
表
現
と
し
て
の
内
的
な
も

の
が
あ
ま
り
豊
か
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
と
、
や
は
り
そ
う
い
う
教
育
が
成
功
し
て
な

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
特
別

な
人
は
別
と
し
て
も
、
特
別
で
な
い
人
も
、
い

い
観
客
に
な
っ
て
い
か
な
い
と
芸
術
は
育
ち
ま

せ
ん
の
で
、
そ
こ
に
非
常
に
奥
の
深
い
問
題
が

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

高
隋
同
時
に
、
表
現
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る

芸
術
家
の
人
た
ち
と
一
般
観
客
を
結
び
付
け
る

装
置
・
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
す
。
劇
場
や
文
化

会
館
等
ハ
ー
ド
の
面
も
確
か
に
大
事
で
す
が
、

そ
れ
を
今
度
は
マ
ネ
ー
ジ
す
る
人
が
、
ど
う
し

て
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
建
物
が
建
っ
て
も

そ
の
使
い
方
が
十
分
で
な
い
と
か
、
一
体
何
に

使
っ
て
い
い
か
分
か
ら
な
い
と
か
の
悩
み
に
こ

た
え
る
人
材
や
、
観
客
の
ニ
ー
ズ
と
芸
術
家
の

ニ
ー
ズ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人
材
、
つ
ま
り

ア
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
養
成
が
必
要
に
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。

加
藤
私
が
い
つ
も
カ
ナ
ダ
で
大
変
感
心
す
る

の
は
、
文
化
政
策
と
そ
の
具
体
的
展
開
な
ん
で

す
。
具
体
的
に
申
し
ま
す
と
、
若
手
の
い
い
芸

美
術
協
会
と
い
う
か
美
術
愛
好
家
の
組
織
が
で

き
た
の
が
、
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

時
な
ん
で
す
。
ま
ず
先
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ

っ
て
、
そ
の
作
品
を
ど
う
や
っ
て
回
そ
う
か
と

い
う
と
こ
ろ
で
、
初
め
て
市
に
建
物
を
作
っ
て

く
だ
さ
い
と
い
う
運
動
に
な
る
わ
け
で
、
日
本

と
全
く
逆
な
ん
で
す
。

高
靡
ま
ず
中
身
を
先
に
つ
く
っ
て
い
る
わ
け

で
す
ね
。

永
井
そ
う
で
す
。
市
は
受
け
身
で
や
っ
て
る

わ
け
で
す
ね
。
日
本
の
場
合
は
ど
う
し
て
も
そ

こ
の
民
の
と
こ
ろ
が
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
教

育
の
問
題
が
あ
る
の
か
と
て
も
弱
く
て
、
現
段

階
で
は
そ
の
振
興
は
ど
う
し
て
も
官
が
予
算
化

し
て
引
っ
張
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
も
う
一

つ
は
、
今
の
状
況
で
す
と
企
業
メ
セ
ナ
協
議
会

の
調
査
で
は
、
企
業
に
よ
る
芸
術
文
化
支
援
が

二
三

0
億
円
く
ら
い
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
問
題

は
市
町
村
や
国
の
レ
ベ
ル
の
事
業
に
協
力
す
る

場
合
に
は
免
税
に
な
る
ん
で
す
が
、
民
間
の
美

術
館
な
ど
に
は
全
く
免
税
に
な
る
シ
ス
テ
ム
が

な
い
わ
け
で
す
。

加
藤
今
メ
セ
ナ
と
い
っ
て
大
変
真
新
し
く
聞

こ
え
る
け
れ
ど
も
、
明
治
以
降
の
歴
史
を
調
べ

て
み
て
も
、
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
大
原
美
術

11 10 
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こ
と
を
考
え
て
や

め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
も
ち
ろ

ん
貧
乏
に
め
げ
ず
す
ば
ら
し
い
芸
術
を
生
み
出

す
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
ん
で
す
が
、
ど
う
も

歴
史
的
に
見
る
と
そ
う
で
も
な
い
よ
う
に
も
思

う
ん
で
す
。

観
客
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
養
成
機
関
が
あ

る
主
流
劇
団
か
ら
は
現
代
の
若
者
に
魅
力
を
与

え
る
水
準
の
も
の
が
出
て
こ
な
い
で
、
表
現
技

術
が
あ
ま
り
き
ち
っ
と
し
て
な
い
小
さ
い
劇
団

の
ほ
う
が
客
を
集
め
る
と
い
う
矛
盾
が
あ
る
ん

で
す
ね
。
い
い
作
家
も
な
か
な
か
生
ま
れ
る
素

地
が
な
い
。
正
直
い
っ
て
、
音
楽
な
ど
に
比
べ

た
ら
惨
愴
た
る
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
ん

で
す
ね
。
こ
の
意
味
で
教
育
機
関
の
問
題
と
い

う
の
は
非
常
に
大
き
い
。
、
．

加
藤
私
は
、
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
・
ア
ー
ツ
の
大

学
な
り
学
部
な
り
と
い
う
の
が
あ
っ
て
い
い
と

思
う
ん
で
す
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
ス
タ
ー
た
ち
は
、

皆
し
か
る
べ
き
し
っ
か
り
し
た
基
礎
訓
練
を
受

け
て
る
ん
で
す
ね
。
俳
優
の
ダ
ニ
ー
・
ケ
イ
は

演
劇
学
の
博
士
号
を
取
っ
て
い
る
し
、
ス
ピ
ル

バ
ー
グ
だ
っ
て
き
ち
っ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
学
部
で
マ
ス
タ
ー
ま
で
や
っ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
日
本
は
、
演
出
者
も
出
演
者
も
そ
う
い
う

永井多恵子氏

加
藤
今
ま
で
話
題
に
な
っ
た
の
は
有
形
の
文

化
な
ん
で
す
が
、
演
劇
や
芸
能
、
音
楽
と
い
っ

た
無
形
の
文
化
に
対
し
て
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ

う
か
。
民
俗
芸
能
と
い
う
の
は
、
そ
の
土
地
の

し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
映
画
は
世

界
中
で
べ
ら
ぽ
う
に
金
を
稼
い
で
い
る
。
こ
れ

は
脚
本
、
演
出
か
ら
出
演
者
に
至
る
ま
で
き
っ

ち
り
し
た
訓
練
を
受
け
た
人
た
ち
が
お
金
を
投

に
つ
い
て

芸
術

J

つ
い
て

加藤秀俊氏
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館
な
ど
も
、
財
を
成
し
た
個
人
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
か
ら
始
ま
っ
て
、
そ
れ
を
公
共
の
た
め
に
公

開
す
る
と
い
う
伝
統
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
資

産
を
持
っ
て
る
方
が
、
何
か
文
化
的
な
事
業
を

し
た
い
と
い
う
時
に
い
い
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る

の
も
ま
さ
し
く
ア
ー
ト
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
だ

と
思
い
ま
す
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
の
文
化
財

が
増
え
る
ん
だ
か
ら
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し

た
場
合
に
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
が
大
い
に
あ

っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。

高
靡
税
制
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う

に
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
重
要
視
し
て
、

税
制
の
優
遇
措
置
を
と
る
と
い
う
考
え
方
と
、

税
金
で
全
部
取
り
上
げ
て
そ
れ
を
配
る
と
い
う

考
え
方
と
あ
り
得
る
わ
け
で
す
ね
。
国
が
あ
る

程
度
公
平
に
配
る
と
い
う
こ
と
は
必
要
だ
と
思

う
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
市
民
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
を
制
限
し
ま
す
か
ら
、
む
し
ろ
い
ろ
い
ろ
任

せ
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
の
人
々
の
芸

術
文
化
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
み
ん
な
が

い
い
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
ん
だ
と
思
う
ん

で
す
。

人
が
伝
統
的
に
支
え
て
き
て
、
お
上
の
介
入
は

む
し
ろ
御
遠
慮
申
し
上
げ
る
と
い
う
の
が
普
通

だ
っ
た
ん
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
人
が
少
な
く
な

み
こ
し

っ
ち
ゃ
っ
て
、
御
神
輿
を
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
せ
て

回
っ
て
る
所
が
現
実
に
あ
る
ん
で
す
よ
。
ビ
デ

オ
や
テ
ー
プ
に
採
っ
て
記
録
し
て
お
け
ば
い
い

と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
｀

な
ん
で
し
ょ
う
ね
え
。

民
俗
芸
能
の
お
祭
り
な
ど
に
関
し
て
は
、
社

会
が
変
わ
っ
て
、
本
当
に
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

出
て
こ
な
い
の
が
実
態
な
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん

で
す
。
芸
能
か
芸
術
か
、
日
本
の
場
合
は
そ
の

分
別
が
非
常
に
難
し
く
、
西
欧
的
な
教
育
を
受

け
て
き
た
若
者
は
芸
術
で
な
け
れ
ば
満
足
し
な

い
し
、
そ
れ
以
前
の
人
は
芸
能
に
喜
び
を
見
い

だ
し
て
い
る
。
私
が
思
う
に
、
芸
能
と
い
う
の

が
も
っ
と
高
い
水
準
ま
で
高
め
ら
れ
た
と
き
に
、

国
際
的
に
も
非
常
に
価
値
の
高
い
す
ば
ら
し
い

表
現
が
生
ま
れ
、
芸
術
と
い
え
る
ん
じ
ゃ
な
い

か

と

思

い

ま

す

。

[

永
井
現
代
の
ソ
フ
ト
を
育
て
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
例
え
ば
、
演
劇
な
ど
で
養
成
機
関
そ
の

も
の
が
非
常
に
不
足
し
て
い
て
、
そ
も
そ
も
国

立
の
も
の
が
な
い
。
芸
術
大
学
に
も
な
ぜ
か
美

術
と
音
楽
が
あ
っ
て
舞
踊
と
演
劇
が
な
い
。
演

高
隋
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
で
も
、
国
立
の
コ
ン

セ
ル
バ
ト
ワ
ー
ル
（
音
楽
大
学
）
が
あ
っ
て
、

国
立
劇
場
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
日
本
で
も

平
成
九
年
に
第
二
国
立
劇
場
が
で
き
ま
す
が
、

施
設
・
設
備
に
加
え
、
そ
こ
に
ど
う
い
う
人
を
配

し
て
ど
う
い
う
機
能
を
与
え
る
か
と
い
う
問
題

が
出
て
き
ま
す
。
実
際
に
上
演
す
る
た
め
に
も

お
金
が
か
か
る
け
れ
ど
も
、
単
な
る
貸
小
屋
で

な
く
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
そ

れ
か
ら
今
の
お
話
の
よ
う
な
教
育
機
関
の
機
能

を
持
た
せ
る
べ
き
な
の
か
ど
う
か
。
さ
ら
に
、
お

金
を
使
っ
て
現
代
の
も
の
や
外
国
の
も
の
を
や

る
と
な
る
と
、
い
ろ
い
ろ
問
題
が
出
て
く
る
わ

け
で
す
が
、
そ
の
へ
ん
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
。

永
井
第
二
国
立
劇
場
と
い
う
の
は
、
発
信
の

母
体
と
し
て
ソ
フ
ト
を
充
実
す
る
と
い
う
こ
と

で
も
非
常
に
大
事
な
拠
点
に
な
る
だ
ろ
う
と
思

う
ん
で
す
ね
。
そ
の
拠
点
と
し
て
の
整
備
を
図

る
た
め
に
、
や
は
り
相
当
の
国
民
的
な
理
解
を

得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。
私
は
多
少
の
痛
み

は
覚
悟
し
て
、
今
の
バ
ラ
バ
ラ
に
あ
る
劇
団
の
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最
高
レ
ベ
ル
の
人
た
ち
で
集
ま
っ
て
、
国
立
劇

団
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス

の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
シ
ア
タ
ー
の
一
年
契
約
制
の
よ

う
に
、
少
な
く
と
も
一
年
間
は
経
済
的
な
こ
と

を
考
え
ず
に
安
心
し
て
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
・
ア

ー
ツ
に
専
念
す
る
と
い
う
よ
う
な
制
度
を
作
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
主
催
公

演
と
し
て
は
、
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
は
で
き
な

い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
中
で
端
役
に
至

る
ま
で
稽
古
を
十
分
に
し
て
、
最
高
レ
ベ
ル
の

演
劇
を
演
じ
て
ほ
し
い
と
思
う
ん
で
す
。
最
高

レ
ベ
ル
の
俳
優
の
刺
激
の
し
合
い
に
よ
っ
て
質

の
高
い
も
の
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

、t
O

カ加
藤
私
は
第
二
国
立
劇
場
の
評
議
員
を
つ
と

め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
関
係
者
の
お

こ
け
ら

話
を
伺
っ
て
い
る
と
、
ま
ず
第
一
に
柿
落
と
し

に
何
を
や
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
問
題
に
な
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
の
利
害
が
あ
る

こ
と
は
十
分
承
知
で
き
ま
す
が
、
今
、
永
井
さ

ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
悩
み
を
皆
さ
ん
潜

在
的
に
持
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
印
象
を
受

け
ま
す
ね
。
つ
ま
り
小
さ
な
任
意
団
体
が
あ
ち

こ
ち
に
点
在
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
を
取
り

と
め
妬
＂
~
は
な
い
加
だ
け
ど
も
上
手
に
そ

永
井
高
階
先
生
は
日
本
映
画
の
重
要
性
を
最

近
盛
ん
に
言
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
発
信

す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
映
画
は
非
常

に
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

高
隋
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
特
に
現
代
の
日

本
に
関
し
て
、
知
識
な
い
し
は
イ
メ
ー
ジ
を
得
る

意
味
で
映
画
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
で
す
ね
。

永
井
山
田
洋
次
さ
ん
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

撮
影
所
と
い
う
も
の
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ

と
を
盛
ん
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
す
ね
。
芸
術
と

い
う
の
は
あ
る
意
味
で
経
済
の
効
率
一
点
主
義

の
方
向
と
は
全
く
違
っ
た
無
駄
、
サ
ム
シ
ン
グ

が
必
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
撮
影

所
な
き
時
代
の
映
画
振
興
と
い
う
の
は
一
体
ど

う
し
た
ら
い
い
の
と
い
う
問
題
が
、
一
っ
あ
り

ま
す
ね
0

.

高
隋
そ
う
で
す
ね
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
映
画
の

よ
う
に
非
常
に
商
業
化
さ
れ
て
巨
大
な
投
資
を

し
て
世
界
中
の
人
に
配
る
産
業
が
あ
る
一
方
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
新
人
映
画
監
督
は
と
も
か
く
最

初
の
長
編
映
画
一
本
は
お
金
を
出
し
て
撮
ら
せ

て
み
る
と
い
う
、
ず
い
ぶ
ん
思
い
切
っ
た
援
助

を
し
て
ま
す
。
日
本
の
場
合
に
は
各
配
給
会
社

に
つ
い
て

れ
を
組
み
合
わ
せ
て
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
人
が

い
な
い
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
ア
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ

メ
ン
ト
の
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
れ
が

な
い
と
、
第
二
国
立
劇
場
も
建
物
は
立
派
な
も

の
が
で
き
て
も
、
絵
の
飾
っ
て
な
い
美
術
館
に

な

る

恐

れ

が

あ

る

。

‘

高
隋
つ
ま
り
、
そ
う
い
う
こ
と
を
第
二
国
立

劇
場
で
や
っ
て
ほ
し
い
。
劇
団
単
位
で
は
な
く

―
つ
の
も
の
を
や
る
と
い
う
こ
と
は
い
ろ
い
ろ

問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
あ
る
程

度
国
が
中
心
に
な
っ
て
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン

み
た
い
な
こ
と
を
、
時
間
を
か
け
て
や
っ
て
み

る
と
い
う
価
値
は
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
場
合
に

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
資
金
援
助
が
必
要
に

な
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
う
ま
く
い
け

ば
、
二
国
の
役
割
と
し
て
今
度
は
地
方
に
回
し

て
地
方
と
も
い
ろ
い
ろ
連
携
を
保
っ
て
、
い
わ

ば
国
の
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
・
ア
ー
ツ
の
拠
点
に

な
る
。
さ
ら
に
国
際
的
な
文
化
交
流
の
拠
点
に

も
な
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
他
国
の
人
も
ど

み

ん
ど
ん
加
わ
っ
て
、
い
い
も
の
を
観
せ
て
い
く
。

観
客
が
そ
れ
を
観
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
を
受

け
取
る
と
い
う
も
の
が
で
き
な
い
と
、
せ
っ
か

く
作
っ
た
意
味
は
な
い
、
と
思
い
ま
す
ね
。

ど

寸

”

硲

哀
g
、tぬ
r

す

が

、

金

援

助

、

あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
古
典
的
な
映
画

を
集
め
る
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
を
行
う
な
ど
、
国
と

し
て
も
っ
と
考
え
て
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

山
田
さ
ん
の
お
話
が
出
ま
し
た
が
、
若
い
監

督
で
や
っ
ぱ
り
優
れ
た
人
が
出
て
き
て
い
る
と

思
う
ん
で
す
が
、
広
ぐ
一
般
公
開
に
な
ら
な
い

ん
で
す
ね
。
こ
れ
も
知
恵
の
絞
り
ど
こ
ろ
で
、

必
ず
し
も
大
手
の
配
給
ル
ー
ト
に
乗
る
も
の
だ

け
が
日
本
映
画
で
は
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、

考
え
て
い
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
助
成
の
仕
方
も
フ
ラ
ン
ス
式
に
最
初

の
映
画
に
ポ
ン
と
お
金
を
出
す
と
い
う
の
が
い

い
の
か
、
あ
る
い
は
フ
ィ
ル
ム
・
セ
ン
タ
ー
を

充
実
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
映

画
は
テ
レ
ビ
番
組
も
含
め
て
日
本
の
発
信
の
非

常
に
重
要
な
メ
デ
ィ
ア
な
ん
で
す
よ
ね
。

加
藤
文
化
と
い
う
の
は
、
政
治
と
は
関
係
な

い
と
は
い
い
な
が
ら
、
実
は
大
い
に
関
係
あ
る

と
思
い
ま
す
。
文
化
の
問
題
も
各
国
の
文
化
政

策
と
調
整
を
と
り
な
が
ら
行
う
、
大
変
な
外
交

だ
と
思
い
ま
す
よ
。
こ
れ
は
ガ
ッ
ト
ど
こ
ろ
の

文
化
発
信
で
は
、
日
本
に
こ
う
い
う
も
の
も

あ
り
ま
す
よ
と
紹
介
す
る
の
も
大
事
で
す
が
、

国
際
的
に
一
緒
に
制
作
す
る
こ
と
で
新
た
な
文

化
が
創
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
で
、

第
二
国
立
劇
場
は
、
演
劇
や
オ
ペ
ラ
の
共
同
制

作
を
通
じ
て
、
一
っ
の
文
化
的
な
伝
統
を
超
え

つ
く

て
新
し
い
も
の
を
創
る
拠
点
と
し
て
、
非
常
に

大
事
な
役
割
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
西
洋
の
こ
と
は
比
較
的
日
本
に
い
ろ

い
ろ
入
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
日
本
も
含
め
て

ア
ジ
ア
の
こ
と
は
ま
だ
西
洋
に
知
ら
れ
て
い
な

い
部
分
が
あ
っ
て
、
そ
の
情
報
発
信
の
役
割
も

あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
作
り
が
大
事
で
、
例
え
ば
西
洋
美
術
館

は
、
国
立
の
美
術
館
と
し
て
西
洋
美
術
に
関
し

て
国
際
的
な
拠
点
に
も
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
し
、
美
術
に
限
ら
ず
、
文
学
で
も
音
楽
で
も

い
ろ
ん
な
分
野
の
拠
点
作
り
と
い
う
こ
と
が
必

要
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
た
め
に
例
え
ば
舞

台
芸
術
に
関
し
て
は
第
二
国
立
劇
場
が
情
報
セ

ン
タ
ー
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
国
際
的
な
文

．
化
交
流
拠
点
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
か

ら
国
際
的
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

で
ま
す
の
で
ね
。

高
隋
そ
う
い
う
文
化
政
策
を
考
え
る
場
所
は

や
っ
ぱ
り
文
化
庁
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で

す
よ
ね
。
で
す
か
ら
政
策
官
庁
と
し
て
い
ろ
い

ろ
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

永
井
た
だ
、
文
化
政
策
と
い
う
の
は
も
っ
と

上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
も
本
当
は
い
い
か
も

し
れ
な
い
と
私
は
思
う
ん
で
す
ね
。
文
化
庁
と

い
う
の
は
文
部
省
の
外
局
で
あ
っ
て
、
そ
の
位

置
づ
け
が
官
僚
機
構
と
し
て
も
非
常
に
小
さ
い
。

も
う
ち
ょ
っ
と
上
に
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い

で
す
か
。

高
隋
こ
れ
か
ら
一
層
国
際
化
と
い
う
の
は
進

ん
で
、
日
本
に
対
す
る
要
請
も
増
え
て
く
る
で

し
ょ
う
し
、
日
本
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
い
う

ニ
ー
ズ
も
増
え
て
く
る
で
し
ょ
う
し
ね
。
そ
う

い
う
も
の
に
や
は
り
国
と
し
て
、
で
き
る
範
囲

内
で
当
然
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

で
す
か
ら
、
す
ぐ
省
に
な
れ
る
か
ど
う
か
は
別

と
し
て
、
現
在
の
文
化
庁
と
し
て
な
お
、
い
ろ

い
ろ
や
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
今
後
文
化
発
信
社
会
に
向
け
て
一
層
が

ん
ば
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

き
ょ
う
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

こ。t
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＊
新
連
載

96
ア
ト
ラ
ン
タ
ー
哉
か
鳳
楼
ス
ポ
ー
ツ

9
福
繰

J
o
c
 

人
•
こ
の
道

教
育
・
文
化
と
地
域
づ
く
り

1右
手
県
三
陸
町

都
道
府
県
発
ー
敦
育
・
学
術
・
文
化
ニ
ュ
ー
ス

栃
木
県
・
千
葉
県

••• ゜文教施策

進の展
平成 6年度の展望

●
次
号

(
4
月
号
）
目
次

平
山
郁
夫

総
説
／
文
教
施
策
の
総
合
的
推
進
／

生
涯
学
習
／
初
等
中
等
教
育
／
高
等

教
育
／
私
立
学
校
／
学
術
研
究
／
社

会
教
育
／
ス
ポ
ー
ツ
／
文
化
／
国
際

交
流
・
協
力
／
文
教
施
設
／
参
考

▽
今
日
、
国
民
の
文
化
へ
の
志
向
が
か

つ
て
な
い
ほ
ど
高
ま
っ
て
き
て
い
る
こ

と
や
文
化
の
発
信
と
交
流
を
通
じ
て
国

際
社
会
へ
の
貢
献
も
強
く
求
め
ら
れ
て

き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
文
化
発
信
社

会
」
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

今
月
号
の
特
集
の
デ
ー
マ
は
、
こ
の

文
化
発
信
社
会
に
焦
点
を
当
て
、
「
文
化

発
信
社
会
に
向
け
て
兄
J

し
て
お
り
ま
す
。

昨
年
が
、
折
し
も
文
化
庁
の
設
置
二

五
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
本
誌
に
お
い

て
も
昨
年
―
二
月
号
で
「
文
化
庁
設
置

二
五
年
」
を
特
別
記
事
と
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
―
一
月
に
公
表
さ
れ
た

「
平
成
五
年
度
我
が
国
の
文
教
施
策
’l

（
白
書
）
に
お
い
て
は
、
文
化
発
信
社
会

が
副
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

本
特
集
が
、
「
文
化
発
信
社
会
」
の
構

築
の
必
要
性
や
今
後
の
課
題
等
に
つ
い

編

て
、
更
に
御
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
＜

一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。

▽
越
年
と
な
っ
て
い
た
平
成
六
年
度
の

政
府
予
算
案
編
成
が
進
め
ら
れ
て
い
た

先
月
中
旬
に
、
東
京
は
実
に
二
十
数
年

ぶ
り
と
い
う
大
雪
が
降
り
、
文
部
省
の

中
庭
に
も
ド
ッ
サ
リ
と
雪
が
積
も
り
ま

し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
が
あ
り
ま
し

た
今
年
度
も
今
月
で
最
後
で
あ
り
ま
す
。

来
月
号
か
ら
い
よ
い
よ
平
成
六
年
度

の
内
容
と
な
り
ま
す
。
本
号
に
新
年
度

に
お
け
る
特
集
テ
ー
マ
、
各
種
記
事
の

企
画
の
予
定
に
つ
い
て
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

新
年
度
に
お
い
て
も
文
教
施
策
の
重

要
な
課
題
等
を
、
分
か
り
や
す
く
、
タ

イ
ム
リ
ー
に
取
り
上
げ
て
ま
い
り
た
い

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

．

引
き
続
き
御
愛
読
の
ほ
ど
、
ま
た
四

月
か
ら
の
新
人
の
方
に
も
御
紹
介
の
ほ

ど
よ
る
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

(
A
.
s
)
 

『
読
者
か
ら
の
た
よ
り
』
欄
へ
の
投
稿
を
歓
迎
し
ま
す
。
本
誌
を
読
ん
で
の
御

感
想
、
御
意
見
等
を
ど
し
ど
し
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

●
投
稿
規
定

①
＿
件
に
つ
き
四
0
0
字
以
内
②
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
職
業
、
電
話
番
号

を
明
記
（
誌
上
匿
名
可
）
③
掲
載
分
に
は
薄
謝
進
呈

※
文
章
を
一
部
手
直
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
送
り
先

〒
IOO
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
ー
ニ
ー
ニ

文
部
省
大
臣
官
房
政
策
課
「
文
部
時
報
L

編
集
部

じ・：
t
;
・'
.

^

k

集

後

記
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