
椎
名
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三
作
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約
束
﹂
を
読
む
／
視
る

瀬

崎

圭

二

は
じ
め
に

椎
名
麟
三
作
・
和
田
勉
演
出
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹁
約
束
﹂
は
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
昭

和
三
九
年
度
芸
術
祭
参
加
作
品
と
し
て
︑
一
九
六
四
年
一
一
月
二
〇
日
午
後
九

時
四
〇
分
か
ら
一
〇
時
二
九
分
に
か
け
て
放
送
さ
れ
た
︒
芸
術
祭
奨
励
賞
受
賞

後
の
同
年
一
二
月
二
八
日
に
は
︑
午
後
四
時
か
ら
午
後
四
時
四
九
分
に
か
け
て

再
放
送
も
さ
れ
て
い
る
︒
長
ら
く
そ
の
映
像
作
品
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
が
︑
二
〇
一
三
年
に
︑
演
出
を
担
当
し
た
和
田
勉
の
遺
品
の
中
か
ら
テ

ー
プ
が
発
見
さ
れ
︑
椎
名
麟
三
が
脚
本
を
担
当
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
と
し
て
は

唯
一
映
像
が
現
存
す
る
ド
ラ
マ
と
し
て
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
公
開
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

で
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
視
聴
で
き
る
﹁
約

束
﹂
も
︑
作
品
末
尾
の
お
よ
そ
一
分
間
は
音
声
し
か
残
っ
て
い
な
い
状
態
で
あ

る
︒

こ
の
ド
ラ
マ
は
︑
戦
争
中
作
ら
れ
た
防
空
壕
に
よ
っ
て
地
す
べ
り
の
危
険
性

が
あ
る
場
所
を
舞
台
と
し
て
い
る
︒
そ
の
場
に
は
二
軒
の
家
が
あ
り
︑
一
軒
は
︑

三
郎
と
そ
の
妻
と
め
子
︑
三
郎
の
異
父
弟
四
郎
︑
浪
人
生
の
同
居
人
和
夫
が
暮

ら
す
家
︑
も
う
一
軒
は
︑
精
神
を
病
ん
だ
女
性
と
年
老
い
た
老
婆
が
︑
親
類
か

ら
保
険
金
を
か
け
ら
れ
︑
地
す
べ
り
に
よ
る
死
を
期
待
さ
れ
な
が
ら
暮
ら
し
て

い
る
家
で
あ
る
︒
株
で
失
敗
し
た
三
郎
は
︑
こ
の
場
か
ら
の
立
ち
の
き
資
金
を

作
る
た
め
︑
節
約
し
て
貯
蓄
し
て
い
る
和
夫
か
ら
金
を
借
り
る
よ
う
四
郎
に
言

い
つ
け
る
︒
三
郎
は
︑
一
七
歳
の
四
郎
に
は
責
任
能
力
が
な
い
こ
と
や
︑
四
郎

の
親
権
者
で
あ
る
実
父
が
渡
米
し
て
消
息
も
な
い
こ
と
を
利
用
し
て
︑
和
夫
か

ら
金
を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
︒
四
郎
は
︑
い
つ
で
も
返
金
す
る

約
束
を
和
夫
と
交
わ
し
て
金
を
借
り
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
も
の
の
︑
和
夫
は

翌
日
に
は
気
が
変
わ
り
︑
金
の
返
却
を
求
め
る
︒
四
郎
か
ら
金
を
受
け
取
っ
た

三
郎
は
︑
返
金
を
求
め
る
和
夫
に
強
弁
を
振
る
っ
た
末
に
和
夫
を
殴
打
し
︑
当

椎
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「約束」台本

然
返
金
に
は
応
じ
な
い
︒
そ
の
光
景
を
見
た
四
郎
は
︑
約
束
を
﹁
人
間
の
命
の

根
本
﹂
と
す
る
和
夫
の
こ
と
ば
を
真
剣
に
受
け
止
め
︑
自
動
車
を
盗
ん
で
金
を

返
そ
う
と
す
る
︒
ド
ラ
マ
の
結
末
は
︑
地
す
べ
り
が
生
じ
︑
生
き
埋
め
に
な
っ

た
隣
家
の
女
性
と
老
婆
に
関
心
も
持
た
ず
︑
金
に
執
着
し
て
い
る
和
夫
︑
三
郎
︑

と
め
子
の
傍
ら
で
︑
必
死
に
二
人
を
掘
り
返
そ
う
と
す
る
四
郎
の
姿
に
よ
っ
て

結
ば
れ
て
い
る
︒

放
送
当
日
の
﹃
読
売
新
聞
﹄
朝
刊
に
は
︑﹁
四
本
目
の
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
を

書
い
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
︑
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
と
は
︑
ひ
ど
く
ま
じ
め
な
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
す
﹂
と
い
っ
た
椎
名
麟
三
の
コ
メ
ン
ト
や
︑

﹁
人
間
と
人
間
の
約
束
を
守
る
と
い
う
こ
と
で
人
間
と
し
て
最
後
に
復
権
す
る
﹂

四
郎
の
姿
を
通
じ
て
︑﹁
法
律
以
前
の
人
間
の
約
束
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い

と
思
っ
て
作
っ
た
﹂
と
い
う
和
田
勉
の
コ
メ
ン
ト
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
国
立

国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
﹁
約
束
﹂
の
台
本
︵
図
�
︶
に
も
︑﹁
人
間

の
本
当
の
約
束
は
常
に
単
純
で
根
本
的
な
こ
と
だ
︒
／
こ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
︑

そ
の
小
さ
く
て
実
は
い
ち
ば

ん
大
き
な
こ
と
を
そ
こ
に
見

よ
う
と
す
る
︒
／
本
来
あ
る

べ
き
テ
レ
ビ
的
と
い
う
こ
と

を
︑
こ
こ
で
も
う
い
ち
ど
考

え
て
み
た
い
﹂
と
い
う
企
画

意
図
が
掲
げ
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
た
ち
の
造
形
イ
メ
ー
ジ
が
記
さ
れ

て
い
る
︒
例
え
ば
︑
和
夫
は
﹁
す
べ
て
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
観
念
化
﹂
し

て
お
り
︑﹁
抽
象
的
人
間
の
お
か
し
さ
﹂
を
体
現
化
す
る
人
物
と
し
て
設
定
さ

れ
︑
そ
れ
に
対
し
て
四
郎
は
︑﹁
子
供
の
よ
う
に
ま
と
も
な
︑
具
体
的
人
間
生

活
﹂
を
体
現
化
す
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
隣
家
の
女
性
と
老
婆
は
︑

﹁
ち
ょ
う
ど
銅
像
の
よ
う
な
︑
銅
像
が
わ
り
の
物
の
よ
う
な
﹂
人
物
で
あ
り
︑

当
初
の
四
郎
も
﹁
こ
の
よ
う
な
あ
わ
れ
な
︑
弱
い
人
間
で
し
か
な
か
っ
た
﹂
と

い
う
︒

台
本
上
の
こ
れ
ら
の
記
述
は
全
て
和
田
勉
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
︑﹁
約

束
﹂
の
演
出
を
通
じ
て
和
田
が
考
え
よ
う
と
し
た
﹁
本
来
あ
る
べ
き
テ
レ
ビ
的

と
い
う
こ
と
﹂
と
は
︑
四
郎
の
人
物
造
形
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
和

田
は
椎
名
麟
三
の
思
想
を
﹁
人
間
的
で
あ
る
こ
と
﹂
と
考
え
て
お
り
︑
椎
名
麟

三
が
口
に
す
る
﹁
も
っ
と
も
小
さ
な
具
体
的
な
人
間
で
あ
る
こ
と
﹂
と
い
っ
た

こ
と
ば
を
﹁
も
っ
と
も
テ
レ
ビ
的
な
こ
と
ば
﹂
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
か
ら

だ①
︒
二
人
に
と
っ
て
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
意
義
と
は
︑
﹁
具
体
的
人
間
﹂
を
表

象
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
も
言
え
る
︒
﹁
約
束
﹂
は
︑
観
念
を
重
ん
じ
る

﹁
抽
象
的
人
間
﹂
の
和
夫
や
︑
日
常
に
埋
没
す
る
三
郎
・
と
め
子
夫
婦
︑
そ
し

て
人
間
性
を
剥
奪
さ
れ
︑
も
は
や
物
と
化
し
て
し
ま
っ
た
隣
家
の
女
性
や
老
婆

と
の
差
異
の
中
に
四
郎
を
位
置
づ
け
︑
そ
の
﹁
具
体
的
人
間
﹂
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
を
意
味
づ
け
直
そ
う
し
た
ド
ラ
マ
と
し
て
企
画
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
︒
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一
︑
椎
名
麟
三
と
和
田
勉

椎
名
麟
三
が
脚
本
を
担
当
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
︑﹁
約
束
﹂
以
前
に
︑﹁
そ

の
男
﹂︵
Ｎ
Ｈ
Ｋ

和
田
勉
演
出

一
九
五
九
年
五
月
八
日
放
送
︶︑﹁
終
電
車

脱
線
す
﹂︵
Ｋ
Ｒ

橋
本
信
也
・
中
村
俊
一
演
出

一
九
六
〇
年
三
月
九
日
放

送②
︶︑﹁
自
由
へ
の
証
言
﹂︵
Ｎ
Ｈ
Ｋ

和
田
勉
演
出

一
九
六
〇
年
一
〇
月
二

一
日
放
送
︶︑﹁
我
等
は
死
者
と
共
に
﹂︵
Ｎ
Ｈ
Ｋ

和
田
勉
演
出

一
九
六
二

年
八
月
一
日
放
送
︶
が
あ
る
︒﹁
そ
の
男
﹂
は
︑
一
九
六
二
年
二
月
二
一
日
に

や
は
り
和
田
勉
の
演
出
で
改
訂
版
が
制
作
︑
放
送
さ
れ
︑﹁
自
由
へ
の
証
言
﹂

も
芸
術
祭
奨
励
賞
を
受
賞
し
た
︒
椎
名
は
︑
戦
後
の
大
衆
社
会
を
見
渡
し
な
が

ら
︑
テ
レ
ビ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
方
法
︑
影
響
に
つ
い
て
言

及
し
て
お
り
︑
当
時
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
専
門
誌
﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄︵
一
九
五

九
年
九
月
～
一
九
六
五
年
一
二
月
︶
で
︑
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
脚
本
の
新
人
コ
ン
ク

ー
ル
の
選
者
を
第
二
回
か
ら
第
五
回
ま
で
務
め
︑
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
脚
本
家
と
し

て
指
導
的
な
位
置
に
も
あ
っ
た③
︒

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
脚
本
家
と
し
て
の
椎
名
が
演
出
家
に
求
め
て
い
た
の
は
﹁
作

品
に
対
す
る
﹁
読
み
の
ふ
か
さ
﹂﹂
で
あ
り
︑
椎
名
は
︑﹁
読
み
の
ふ
か
さ
が
な

く
て
︑
作
品
に
対
す
る
批
評
が
︑
ま
た
そ
の
画
へ
客
観
化
す
る
と
い
う
こ
と
が

成
立
す
る
は
ず
は
な
い
﹂
と
述
べ
︑
そ
の
た
め
に
は
︑﹁
批
評
家
と
し
て
の
演

出
家
と
作
家
と
の
間
に
十
分
な
討
論
が
必
要
に
な
っ
て
来
る
﹂
と
考
え
て
い
た④
︒

椎
名
の
脚
本
と
和
田
の
演
出
に
よ
っ
て
四
作
ほ
ど
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
制
作
さ

れ
た
背
景
に
は
︑
椎
名
の
こ
の
よ
う
な
要
望
に
和
田
が
あ
る
程
度
応
え
る
こ
と

の
で
き
た
演
出
家
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
︑
椎
名
に
対
す
る
和
田
の
深
い
敬
意

や
︑
椎
名
の
﹁
省
略
し
な
い
こ
と
︑
た
え
ず
あ
る
状
況
で
未
完
の
ま
ま
終
る
こ

と
︑
何
よ
り
状
況
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
も
っ
と
も
小
さ
な
具
体
的
人
間
で

あ
る
こ
と
﹂
と
い
っ
た
認
識
が
︑
和
田
に
は
﹁
も
っ
と
も
テ
レ
ビ
的
で
あ
る
﹂

と
感
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る⑤
︒
小
説
か
ら
︑
演
劇
や
映
画
︑
ラ
ジ
オ
︑

テ
レ
ビ
と
い
っ
た
様
々
な
場
に
表
現
を
広
げ
て
い
っ
た
椎
名
と
︑
ま
だ
黎
明
期

に
あ
っ
た
テ
レ
ビ
業
界
で
独
自
の
表
現
を
模
索
し
て
い
た
和
田
と
の
交
錯
が
︑

こ
れ
ら
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
作
品
を
生
み
出
し
た
と
言
え
よ
う
︒

こ
の
二
人
に
よ
る
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
第
一
作
﹁
そ
の
男
﹂
は
高
い
評
価
を
得
た
︒

友
人
二
人
と
共
に
こ
の
ド
ラ
マ
を
見
た
と
い
う
野
間
宏
は
︑﹁
思
想
の
結
晶
化

椎
名
麟
三
・
作
﹁
そ
の
男
﹂
を
め
ぐ
る
問
題
﹂
︵﹃
キ
ネ
マ
旬
報
﹄
一
九
五
九
年

六
月
一
五
日
︶
の
中
で
︑
﹁
一
時
間
と
い
う
時
間
は
た
ち
ま
ち
去
り
︑
た
だ
あ

と
に
感
動
に
よ
っ
て
し
め
つ
け
ら
れ
︑
ま
た
解
放
さ
れ
て
生
々
と
し
て
い
る
自

分
が
置
か
れ
て
い
る
の
を
私
は
知
っ
た
︒
︵
中
略
︶
私
た
ち
は
椎
名
麟
三
の
新

し
い
思
想
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
な
か
に
は
っ
き
り
と
結
晶
し
た
こ
と
を
認
め

た
﹂
と
絶
賛
し
︑
﹁
和
田
勉
の
演
出
は
椎
名
麟
三
の
思
想
と
芸
術
方
法
を
内
か

ら
さ
ぐ
り
取
る
と
と
も
に
︑
ド
ラ
マ
の
喜
劇
的
な
展
開
に
全
力
を
つ
く
し
て
い

る
︒︵
中
略
︶
私
は
こ
の
作
品
を
見
て
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
よ
る
芸
術
に
大
き
な
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希
望
を
も
つ
こ
と
が
出
来
た
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
︒
放
送
評
論
家
の
志
賀
信
夫

﹁﹁
そ
の
男
﹂
と
和
田
勉
演
出
﹂︵﹃
映
画
評
論
﹄
一
九
五
九
年
六
月
︶
も
︑
こ
の

ド
ラ
マ
の
成
功
の
原
因
と
し
て
︑﹁
ま
ず
第
一
に
︑
大
阪
の
ロ
ー
カ
ル
・
カ
ラ

ー
を
生
か
し
た
こ
と
﹂︑﹁
第
二
に
︑
二
百
万
世
帯
も
一
度
に
み
る
テ
レ
プ
レ
イ

と
し
て
︑
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
テ
ー
マ
が
︑
具
体
的
に
か
た
ら
れ
て
い
た
こ
と
﹂︑

﹁
第
三
に
︑
ス
ト
ー
リ
ー
・
テ
リ
ン
グ
の
う
ま
さ
と
演
出
お
よ
び
ス
タ
ッ
フ
の

巧
み
な
協
力
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
︒
一
般
視
聴
者
に
も
︑﹁
近
ご

ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
る
ド
ラ
マ
で
︑
見
ご
た
え
の
あ
っ
た
佳
作
︒︵
中
略
︶
急
所

を
締
め
た
演
出
︵
和
田
勉
︶
の
強
い
掌
握
力
に
最
後
ま
で
ひ
き
こ
ま
れ
た
﹂

︵﹁
反
響
﹂﹃
東
京
新
聞
﹄
朝
刊

一
九
五
九
年
五
月
一
一
日

大
宮
市
今
井
匡
︶

と
︑
好
意
的
な
見
方
が
あ
る
︒

｢そ
の
男
﹂
は
概
し
て
高
い
評
価
を
得
た
も
の
の
︑
第
二
作
﹁
自
由
へ
の
証

言
﹂
に
対
す
る
評
価
は
様
々
で
あ
っ
た
︒
こ
の
ド
ラ
マ
は
︑﹁
現
代
社
会
に
お

け
る
自
由
の
問
題
を
提
起
し
た
も
の
で
︑
脚
本
に
は
不
満
な
点
も
あ
る
が
︑
和

田
勉
の
的
確
な
演
出
に
見
る
べ
き
点
が
あ
っ
た⑥
﹂
と
い
う
理
由
で
芸
術
祭
奨
励

賞
に
選
出
さ
れ
︑
と
り
わ
け
ピ
ン
ポ
ン
玉
の
効
果
音
を
評
価
す
る
声
が
多
か
っ

た
よ
う
だ
が⑦
︑
専
門
家
の
評
価
は
厳
し
い
︒
例
え
ば
︑
柾
木
恭
介
︑
羽
山
英
作
︑

四
条
貫
哉
に
よ
る
座
談
会
﹁
“
テ
レ
ビ
・
芸
術
祭
”
を
批
評
す
る
﹂︵﹃
キ
ネ
マ

旬
報
﹄
一
九
六
一
年
一
月
一
五
日
︶
に
お
い
て
︑
四
条
は
︑﹁
極
端
に
い
う
と

全
然
つ
ま
ら
な
か
っ
た
︒
な
ぜ
奨
励
賞
を
受
け
た
か
甚
だ
疑
問
だ
﹂
と
言
い
︑

柾
木
も
﹁
極
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
素
材
を
取
り
あ
げ
な
が
ら
︑
あ
あ
い
う
形

で
し
か
ド
ラ
マ
に
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
椎
名
さ
ん
自
身
の
テ
ー
マ
が
な

ん
か
今
日
的
な
意
味
を
一
面
で
は
喪
失
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
﹂
と

椎
名
の
脚
本
を
批
判
し
て
い
る
︒
羽
山
に
至
っ
て
は
︑﹁
椎
名
麟
三
の
作
品
の

お
膳
立
て
が
決
ま
っ
ち
ゃ
っ
た
よ
う
に
︑
和
田
勉
の
演
出
も
い
さ
さ
か
お
膳
立

て
が
決
ま
っ
ち
ゃ
っ
た
感
じ
が
す
る
ん
で
す
﹂
と
︑
批
判
は
和
田
勉
の
演
出
に

も
及
ん
で
い
る
︒
同
様
に
︑
寺
田
信
義
﹁
芸
術
祭
参
加
作
品
評
︵﹁
自
由
へ
の

証
言
﹂︶﹂︵﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄
一
九
六
〇
年
一
二
月
︶
も
︑﹁
既
に
現
代
に
棲

息
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
枯
渇
し
た
一
徹
な
老
人
の
ひ
と
り
よ
が
り
な
文
明
批

評
﹂
で
あ
る
と
椎
名
の
脚
本
を
批
判
︑
和
田
の
演
出
に
対
し
て
も
︑﹁
彼
が
追

求
し
て
き
た
総
て
の
形
式
や
実
験
も
︑
真
に
歴
史
的
な
方
向
を
も
っ
た
理
論
の

裏
づ
け
の
な
い
小
手
先
の
技
術
だ
つ
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
も
た
せ
た
﹂
と
︑

手
厳
し
い
︒
浦
松
佐
美
太
郎
﹁
説
得
性
を
欠
く
テ
レ
ビ
の
若
さ

芸
術
祭
審
査

員
と
し
て
の
感
想
﹂︵
﹃
放
送
と
宣
伝

Ｃ
Ｂ
Ｃ
レ
ポ
ー
ト
﹄
一
九
六
一
年
二

月
︶
も
︑﹁
自
由
へ
の
証
言
﹂
の
問
題
が
﹁
具
体
性
を
失
い
観
念
的
に
扱
わ
れ

る
だ
け
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
﹂
こ
と
や
︑﹁
視
聴
者
を
戸
ま
ど
わ
せ
る
だ

け
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
﹂
こ
と
の
危
険
性
を
危
惧
し
︑
荻
昌
弘
﹁
な
ぜ
﹁
難

解
﹂
に
な
っ
た
の
か

︿
苦
悩
す
る
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
の
姿
﹀
﹂
︵
同
︶
も
︑﹁
発

想
そ
れ
自
体
が
︑
類
型
的
・
定
石
的
な
感
傷
を
た
た
え
て
い
る
﹂
ド
ラ
マ
の
一

つ
と
し
て
﹁
自
由
へ
の
証
言
﹂
を
位
置
づ
け
て
い
る
︒

椎
名
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三
作
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約
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た
だ
し
︑
新
聞
紙
面
で
の
批
評
に
は
肯
定
的
な
も
の
も
あ
り
︑﹁
観
念
的
と

い
え
る
椎
名
文
学
を
ま
ず
こ
こ
ま
で
解
き
ほ
ぐ
し
た
和
田
勉
の
演
出
は
た
し
か

に
階
段
を
一
つ
上
が
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
た
だ
こ
の
脚
本
は
も
う
少
し
喜
劇

的
な
ム
ー
ド
を
期
待
し
て
い
て
演
出
は
シ
ー
リ
ア
ス
に
と
ら
え
す
ぎ
た
の
で
は

な
い
か
﹂︵
大
谷
﹁
ド
ラ
マ
評
﹂﹃
朝
日
新
聞
﹄
大
阪
版
朝
刊

一
九
六
〇
年
一

〇
月
二
七
日
︶
と
︑
脚
本
と
演
出
の
ズ
レ
を
指
摘
し
な
が
ら
も
︑
こ
の
評
で
扱

っ
た
ド
ラ
マ
の
中
で
は
最
高
得
点
の
83
点
を
与
え
て
い
る
︒
Ｋ
﹁
テ
レ
ビ
週

言
﹂︵﹃
毎
日
新
聞
﹄
朝
刊

一
九
六
〇
年
一
〇
月
二
九
日
︶
は
︑﹁
ス
ロ
ー
ガ

ン
や
大
義
名
分
を
ふ
り
か
ざ
す
も
の
た
ち
よ
り
も
︑
バ
カ
に
さ
れ
︑
さ
げ
す
ま

れ
た
も
の
た
ち
の
方
に
こ
そ
真
実
が
あ
る
と
す
る
︑
椎
名
的
思
想
ド
ラ
マ
で
︑

そ
の
限
り
で
は
成
功
し
て
い
た
が
︑
原
爆
の
問
題
を
こ
の
よ
う
な
個
人
の
心
情

か
ら
だ
け
で
と
ら
え
る
の
は
疑
問
が
残
る
︒
子
供
の
持
っ
て
い
た
箱
が
ガ
イ
ガ

ー
計
数
管
の
よ
う
に
鳴
る
の
が
不
気
味
な
効
果
を
出
し
て
い
た
︒
最
後
に
写
真

を
数
カ
ッ
ト
重
ね
た
演
出
は
意
図
不
明
で
不
用
﹂
と
評
し
︑
こ
の
ド
ラ
マ
の
長

所
︑
短
所
を
抽
出
し
て
い
る
︒﹁
自
由
へ
の
証
言
﹂
の
前
日
に
は
安
部
公
房
作

の
﹁
煉
獄
﹂︵
Ｋ
Ｂ
Ｃ

梅
津
昭
夫
演
出
︶
が
放
送
さ
れ
て
い
た
た
め
︑﹁
煉

獄
﹂
と
比
較
し
た
上
で
い
ず
れ
か
を
評
価
す
る
よ
う
な
批
評
も
い
く
つ
か
見
ら

れ
る⑧
︒

一
般
視
聴
者
の
感
想
を
掲
載
し
た
﹃
東
京
新
聞
﹄︵
朝
刊

一
九
六
〇
年
一

〇
月
二
四
日
︶
の
﹁
反
響
﹂
に
は
︑﹁
い
さ
さ
か
気
負
い
す
ぎ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
︒
セ
リ
フ
が
空
ま
わ
り
し
て
い
る
感
じ
︒
劇
の
構
成
上
︑
セ
リ
フ
内
容

の
固
苦
し
さ
︵
女
性
二
人
の
︶
は
あ
る
に
し
て
も
︑
も
う
少
し
ユ
ー
モ
ラ
ス
に

演
出
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
﹂︵
東
京
都
大
田
区
和
泉
あ
き
ら
︶
と
あ
り
︑

他
に
も
﹁
不
安
な
世
界
情
勢
︑
社
会
情
勢
を
す
る
ど
く
つ
き
な
が
ら
人
間
欲
の

裏
面
を
も
さ
ら
け
出
し
た
興
味
あ
る
作
品
だ
っ
た
﹂
と
い
う
感
想
が
あ
っ
た
こ

と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
毎
日
新
聞
﹄︵
夕
刊

一
九
六
〇
年
一
〇
月
二
五

日
︶
の
﹁
マ
イ
ク
へ
一
言
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
︑﹁
対
話
者
の
心
理
的
な
視
野
や

落
差
を
視
覚
化
し
て
新
鮮
だ
っ
た
し
︑
テ
ー
マ
も
明
確
だ
っ
た
が
︑
も
う
一
歩
︑

心
に
せ
ま
る
も
の
が
欠
け
た
︒
観
念
的
な
人
物
設
定
が
図
式
化
に
す
ぎ
︑
主
人

公
伊
藤
雄
之
助
の
演
技
が
分
離
し
弱
め
ら
れ
て
い
た
︒
ま
た
原
爆
障
害
児
で
あ

る
精
薄
の
男
の
子
と
主
人
公
の
結
び
つ
き
も
十
分
に
納
得
で
き
な
か
っ
た
﹂

︵
東
京
都
杉
並
区
千
野
い
く
子
︶
と
い
う
感
想
を
含
め
て
推
察
す
る
と
︑
こ
の

ド
ラ
マ
に
対
す
る
一
般
視
聴
者
の
反
応
は
芳
し
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
︒

｢自
由
へ
の
証
言
﹂
に
対
す
る
専
門
家
の
評
価
は
厳
し
く
︑
一
般
視
聴
者
の

反
応
も
思
わ
し
く
な
い
が
︑
奨
励
賞
選
出
理
由
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
和
田

勉
の
演
出
︑
特
に
そ
の
音
響
効
果
に
対
す
る
一
定
の
評
価
が
あ
る
こ
と
は
確
か

だ
︒
た
だ
︑﹁
そ
の
男
﹂
に
見
ら
れ
た
喜
劇
性
へ
の
期
待
か
ら
か
︑
そ
の
よ
う

な
要
素
が
乏
し
か
っ
た
﹁
自
由
へ
の
証
言
﹂
に
は
︑
ユ
ー
モ
ア
が
不
足
し
て
い

る
こ
と
や
過
剰
に
シ
リ
ア
ス
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
傾
向
が
強
く
︑
そ
れ
故

に
︑
脚
本
と
演
出
と
の
齟
齬
を
感
じ
る
見
方
も
生
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
こ

椎
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の
前
年
︑
和
田
は
︑
安
部
公
房
作
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂︵
Ｎ
Ｈ

Ｋ

一
九
五
九
年
一
〇
月
九
日
放
送
︶
の
演
出
で
芸
術
祭
奨
励
賞
を
受
賞
し
て

お
り
︑
こ
の
二
年
連
続
の
奨
励
賞
受
賞
が
︑
和
田
の
演
出
に
対
す
る
評
価
を
よ

り
一
層
確
か
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
一
方
︑
そ
の
斬
新
さ
に
評
者
が
慣
れ
て
し

ま
っ
た
側
面
も
見
ら
れ
る
︒

こ
の
二
人
に
よ
る
三
作
目
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹁
我
等
は
死
者
と
共
に
﹂
に
つ

い
て
は
︑
Ｎ
﹁
テ
レ
ビ
週
言
﹂︵﹃
毎
日
新
聞
﹄
朝
刊

一
九
六
二
年
八
月
七

日
︶
が
︑﹁
真
実
ら
し
さ
と
こ
っ
け
い
さ
が
い
り
ま
じ
っ
て
︑
奇
妙
な
効
果
を

も
り
あ
げ
て
い
た
点
と
︑
一
種
の
状
況
の
ミ
ス
テ
リ
ー
と
し
て
き
わ
め
て
特
異

な
描
写
を
し
て
い
た
点
を
︑
と
く
に
高
く
評
価
し
た
い
﹂
と
す
る
も
の
の
︑
視

聴
者
を
混
乱
さ
せ
た
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
し
︑
加
﹁
放
送
短
評
﹂︵﹃
東

京
新
聞
﹄
朝
刊

一
九
六
二
年
八
月
七
日
︶
も
︑
こ
の
ド
ラ
マ
の
モ
チ
ー
フ
を

取
り
出
し
た
上
で
︑﹁
も
う
少
し
見
る
も
の
の
心
に
︑
シ
コ
リ
の
残
る
よ
う
な

生
々
し
さ
が
ほ
し
か
っ
た
﹂
と
苦
言
を
呈
し
て
い
る
︒
新
聞
評
だ
け
で
な
く
︑

羽
山
英
作
﹁
椎
名
・
和
田
コ
ン
ビ
へ
の
不
満
︵
旬
間
テ
レ
ビ
評
︶﹂︵﹃
キ
ネ
マ

旬
報
﹄
一
九
六
二
年
九
月
一
日
︶
が
︑﹁
グ
ロ
テ
ス
ク
・
コ
メ
デ
ィ
の
核
心
を
︑

十
分
に
は
描
き
き
れ
ず
︑
シ
リ
ア
ス
な
ま
ま
で
捉
え
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
︒

シ
リ
ア
ス
で
あ
る
こ
と
は
一
向
に
構
わ
な
い
の
だ
が
︑
そ
の
こ
と
が
︑
現
実
の

表
皮
を
強
靭
に
ひ
き
は
が
し
て
視
聴
者
に
つ
き
つ
け
て
い
る
と
い
う
よ
り
︑
常

識
的
な
現
状
の
訴
状
と
い
う
形
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な

い
﹂︑
塩
沢
茂
﹁
月
間
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
評

八
月
﹂
︵
﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄
一
九

六
二
年
一
〇
月
︶
が
﹁
和
田
勉
演
出
の
ド
ラ
マ
と
し
て
は
珍
し
く
実
験
的
方
法

を
セ
ー
ブ
し
て
わ
か
り
や
す
く
仕
上
げ
て
い
た
が
︑
こ
の
た
め
反
対
に
︑
和
田

勉
の
全
学
連
的
な
面
白
味
が
う
す
れ
︑
特
徴
の
な
い
ド
ラ
マ
に
な
っ
て
い
た
﹂

と
言
う
よ
う
に
︑
専
門
家
の
評
価
も
高
く
な
い
︒
芸
術
祭
参
加
作
品
で
は
な
か

っ
た
せ
い
か
︑
こ
の
ド
ラ
マ
は
そ
れ
ほ
ど
新
鮮
な
印
象
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た

よ
う
だ
︒

二
︑﹁
約
束
﹂
の
評
価
と
反
応

第
一
作
目
の
﹁
そ
の
男
﹂
で
高
い
評
価
を
得
た
椎
名
と
和
田
の
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
以
降
の
ド
ラ
マ
に
つ
い
て
は
評
価
も
様
々
で
あ
り
︑
次

第
に
︑
そ
の
難
解
さ
や
︑
過
剰
に
シ
リ
ア
ス
で
あ
る
こ
と
を
批
判
す
る
よ
う
な

評
も
現
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
﹁
約
束
﹂
で
は
︑
そ
の
難
解
さ
を
め
ぐ
っ
て
﹃
東

京
新
聞
﹄
紙
上
で
議
論
も
生
じ
た
︒
議
論
の
発
端
は
︑
加
﹁
放
送
時
評
﹂︵﹃
東

京
新
聞
﹄
朝
刊

一
九
六
四
年
一
一
月
二
三
日
︶
が
︑
﹁
わ
か
り
す
ぎ
る
く
ら

い
わ
か
り
や
す
い
主
題
で
あ
り
︑
語
り
口
な
の
だ
が
︑
そ
れ
が
わ
か
り
に
く
く

見
え
る
︒
そ
れ
は
こ
の
演
出
者
が
︑
自
分
の
語
ろ
う
と
す
る
問
題
に
︑
必
要
な

だ
け
の
属
性
と
表
現
だ
け
を
人
間
に
与
え
て
︑
そ
れ
以
外
の
属
性
に
は
目
も
く

れ
な
い
か
ら
だ
﹂
と
和
田
の
演
出
を
批
判
し
︑
登
場
人
物
を
類
型
化
す
る
よ
う

な
段
取
り
を
ド
ラ
マ
に
求
め
た
と
こ
ろ
に
発
す
る
︒
同
紙
︵
一
九
六
四
年
一
一
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月
二
九
日
︶
の
﹁
反
響
﹂
欄
は
︑
こ
の
評
に
対
す
る
三
人
の
一
般
視
聴
者
の
反

応
を
紙
面
で
紹
介
し
た
︒
当
時
大
学
講
師
を
務
め
て
い
た
東
京
都
杉
並
区
の
青

木
登
紀
江
は
︑﹁
難
解
と
い
う
批
判
は
当
た
ら
ぬ
﹂
と
反
論
︑﹁
現
実
の
社
会
に

対
す
る
風
刺
を
︑
よ
く
も
こ
う
ま
で
消
化
し
た
も
の
︑
と
感
心
し
て
い
た
ほ
ど

で
︑
途
中
︑
画
面
が
い
く
ら
か
よ
ご
れ
て
い
た
︑
と
い
う
よ
り
も
明
る
く
な
り

す
ぎ
て
い
た
欠
点
を
除
け
ば
︑
も
は
や
批
判
す
る
余
地
は
な
い
﹂
と
絶
賛
し
た

上
で
︑﹁
私
は
ド
ラ
マ
に
出
て
く
る
階
下
の
夫
婦
者
を
資
本
と
い
う
も
の
の
倫

理
︑
学
生
和
夫
を
フ
ァ
シ
ス
ト
の
倫
理
︑
若
者
四
郎
を
極
限
に
追
い
込
ま
れ
て

生
ま
れ
た
反
抗
の
様
相
︱
こ
れ
が
こ
の
ド
ラ
マ
の
む
し
ろ
テ
ー
マ
で
は
な
か
っ

た
か
と
さ
え
感
じ
た
︒
つ
ま
り
︑
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
民
衆
の
反
抗
を
描

い
た
ド
ラ
マ
と
受
け
取
っ
た
わ
け
で
︑
し
か
し
そ
れ
も
こ
れ
も
︑
自
然
の
力
の

前
に
は
屈
伏
す
る
と
い
っ
た
結
末
で
あ
る
﹂
と
登
場
人
物
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
ド

ラ
マ
の
モ
チ
ー
フ
を
整
理
し
て
い
る
︒
当
時
学
生
で
あ
っ
た
東
京
都
台
東
区
の

中
根
千
代
も
︑﹁
私
は
﹁
約
束
﹂
を
迫
力
の
あ
る
セ
リ
フ
劇
と
し
て
見
た
︒
一

つ
一
つ
の
セ
リ
フ
が
実
に
て
い
ね
い
で
︑
こ
の
よ
う
に
充
実
し
た
ド
ラ
マ
は
︑

芸
術
祭
参
加
作
品
と
し
て
初
め
て
だ
っ
た
﹂
と
評
価
し
︑
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
を

駆
使
す
る
和
田
勉
の
演
出
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
︒

一
般
視
聴
者
の
水
準
を
超
え
て
い
る
と
も
言
え
る
こ
う
し
た
精
緻
な
読
解
や

高
い
評
価
と
並
ん
で
︑
当
時
建
築
業
を
営
ん
で
い
た
東
京
都
豊
島
区
の
谷
脇
茂

男
は
︑﹁
演
出
者
は
何
が
言
い
た
い
の
か
﹂
と
ド
ラ
マ
の
難
解
さ
を
指
摘
︑﹁
テ

レ
ビ
の
視
聴
者
は
︑
国
民
の
す
べ
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
﹁
約
束
﹂
の
演
出

者
は
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︑
と
疑
い
た
く
な
る
ド
ラ
マ
だ
っ
た
︒
あ
ま
り

に
難
解
す
ぎ
る
﹂
と
不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
視
聴
者
は
︑

﹁
見
た
そ
の
日
を
入
れ
て
三
︑
四
日
考
え
た
の
だ
が
︑
演
出
者
の
い
お
う
と
し

て
い
る
こ
と
が
ど
う
に
も
わ
か
ら
な
い
︒
現
在
の
右
に
傾
斜
し
つ
つ
あ
る
社
会

を
風
刺
し
︑
し
か
し
い
ず
れ
か
は
自
然
の
力
の
前
に
屈
伏
す
る
と
い
っ
た
ド
ラ

マ
の
よ
う
に
思
え
た
の
だ
が
︑
果
た
し
て
そ
の
と
お
り
か
ど
う
か
﹂
と
︑
難
解

さ
を
理
由
に
こ
の
ド
ラ
マ
を
切
り
捨
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑﹁
三
︑
四
日

考
え
た
﹂
末
に
自
己
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
︒
立
場
が
異
な
り
な
が
ら
も
先
の

青
木
登
紀
江
の
解
釈
と
方
向
性
が
似
て
い
る
の
は
︑
当
時
の
政
治
体
制
を
め
ぐ

る
認
識
の
枠
組
が
背
後
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
﹃
東
京
新
聞
﹄
紙
上
の

議
論
を
ふ
ま
え
た
長
野
広
﹁﹁
約
束
﹂
と
﹁
恐
山
宿
坊
﹂
﹂︵﹃
キ
ネ
マ
旬
報
︵
旬

間
テ
レ
ビ
評
︶
﹄
一
九
六
五
年
一
月
一
日
︶
は
︑
ド
ラ
マ
の
評
価
が
﹁
識
者
の

間
で
か
な
り
わ
か
れ
︑
そ
れ
が
話
題
と
ま
で
な
っ
て
い
る
﹂
こ
と
に
触
れ
︑

﹁
私
は
﹁
約
束
﹂
を
︑
現
実
の
社
会
に
対
す
る
風
刺
と
見
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の

限
り
に
お
い
て
一
応
成
功
し
て
い
た
よ
う
に
感
じ
た
﹂
と
す
る
が
︑
そ
れ
は
︑

先
の
青
木
登
紀
江
の
解
釈
を
参
考
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
ら
し
く
︑

難
解
で
あ
る
が
故
に
﹁
改
め
て
考
え
直
し
た
結
果
の
評
価
﹂
で
あ
る
と
い
う
︒

お
そ
ら
く
︑
当
初
こ
の
ド
ラ
マ
を
あ
ま
り
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
長

野
広
は
︑
一
般
視
聴
者
で
あ
る
青
木
の
新
聞
評
に
示
唆
を
得
て
理
解
し
︑
評
価
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に
転
じ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

｢約
束
﹂
の
難
解
さ
は
︑
評
者
の
立
場
を
越
え
て
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ

が
︑
評
価
を
概
観
す
る
と
︑
肯
定
的
な
も
の
が
多
い
︒
遠
藤
慎
吉
﹁
半
歩
前
進

主
義
の
む
ず
か
し
さ
︵
三
十
九
年
度
芸
術
祭
・
総
評
と
問
題
点
︿
テ
レ
ビ
部

門
・
ド
ラ
マ
﹀︶﹂︵﹃
放
送
と
宣
伝

Ｃ
Ｂ
Ｃ
レ
ポ
ー
ト
﹄
一
九
六
五
年
二
月
︶

が
︑﹁
生
に
え
の
作
品
﹂
で
﹁
失
敗
作
﹂
と
評
し
︑
精
神
を
病
ん
だ
女
性
が
海

岸
で
歌
を
歌
う
場
面
を
﹁
変
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
仰
々
し
さ
だ
け
が
感
じ
ら

れ
て
や
り
き
れ
な
か
っ
た
﹂
と
全
否
定
し
て
い
る
の
が
見
つ
か
る
程
度
で
︑
四

太
郎
﹁
テ
レ
ビ
週
評
﹂︵﹃
読
売
新
聞
﹄
朝
刊

一
九
六
四
年
一
一
月
二
五
日
︶

も
︑﹁
こ
の
ド
ラ
マ
は
︑
た
と
え
話
と
し
て
は
受
け
取
ら
れ
る
の
だ
が
︑
そ
れ

以
上
の
も
の
を
︑
見
る
者
に
訴
え
か
け
て
こ
な
い
︒
和
田
勉
の
持
つ
バ
イ
タ
リ

テ
ィ
ー
が
︑
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
中
で
ウ
ズ
を
ま
い
て
い
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま

っ
た
﹂
と
批
判
は
す
る
も
の
の
︑
そ
れ
は
﹁
お
も
し
ろ
か
っ
た
﹂
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
︒
Ｋ
﹁
テ
レ
ビ
週
言
﹂︵﹃
毎
日
新
聞
﹄
朝
刊

一
九
六
四
年
一
一

月
二
八
日
︶
も
︑﹁
極
度
に
圧
縮
し
た
原
型
を
組
み
合
わ
せ
た
演
出
や
演
技
は
︑

的
確
で
あ
っ
た
﹂
と
評
価
︑
小
池
吉
昌
﹁
芸
術
祭
ド
ラ
マ
評
﹂︵﹃
週
刊
Ｔ
Ｖ
ガ

イ
ド
﹄
一
九
六
四
年
一
二
月
一
一
日
号
︶
も
︑﹁
こ
の
ド
ラ
マ
を
︑
期
待
し
て

見
た
︒
そ
し
て
そ
の
期
待
が
︑
半
ば
裏
切
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
嬉
し
か

っ
た
﹂
と
し
︑﹁
た
だ
︑
一
つ
残
念
だ
っ
た
こ
と
は
︑
ド
ラ
マ
の
設
定
に
ど
こ

か
観
念
的
な
も
の
が
横
た
わ
っ
て
い
た
せ
い
か
︑
人
間
の
表
現
に
ム
リ
が
見
え

た
こ
と
で
あ
る
︒
大
き
な
感
動
を
さ
そ
わ
な
か
っ
た
の
は
︑
多
分
︑
そ
の
せ
い

で
も
あ
ろ
う
か
︒
し
か
し
︑
こ
の
制
作
態
度
を
大
い
に
讃
え
た
い
と
思
う
︒
和

田
勉
氏
の
堂
々
た
る
演
出
も
よ
か
っ
た
︵
採
点
⁝
80
点
︶﹂
と
い
う
︒
岡
本
愛

彦
﹁
や
は
り
﹁
前
衛
﹂
と
模
索
を
支
持
し
た
い
︵
三
十
九
年
度
芸
術
祭
・
総
評

と
問
題
点
︿
テ
レ
ビ
部
門
・
ド
ラ
マ
﹀︶﹂
︵
﹃
放
送
と
宣
伝

Ｃ
Ｂ
Ｃ
レ
ポ
ー

ト
﹄
一
九
六
五
年
二
月
︶
も
︑
﹁
約
束
﹂
に
は
﹁
新
鮮
な
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
ツ

ル
ギ
ー
と
映
像
の
発
見
﹂
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
東
京
都
練
馬
区
の
一
般
視

聴
者
中
野
あ
き
子
﹁
世
相
風
刺
の
好
ド
ラ
マ
﹂︵
﹁
マ
イ
ク
へ
一
言
﹂﹃
毎
日
新

聞
﹄
夕
刊

一
九
六
四
年
一
一
月
二
四
日
︶
も
︑
﹁
現
代
の
世
相
を
圧
縮
し
て

表
現
し
た
抽
象
ド
ラ
マ
だ
が
︑
芸
術
祭
を
意
識
し
て
気
負
い
こ
む
と
い
っ
た
と

こ
ろ
も
な
く
︑
素
直
に
鑑
賞
で
き
た
﹂
と
︑
難
解
さ
は
感
じ
て
い
な
い
︒

ち
な
み
に
︑
表
は
﹁
約
束
﹂
が
放
送
さ
れ
た
一
九
六
四
年
一
一
月
二
〇
日

︵
金
曜
日
︶
の
主
な
Ｎ
Ｈ
Ｋ
番
組
の
視
聴
率
で
あ
る
が
︑﹁
約
束
﹂
の
視
聴
率
は

一
一
．
一
％
で
︑
芸
術
祭
に
参
加
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
と
し
て
は
︑
そ
れ
ほ
ど

高
い
数
字
を
記
録
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑
一
九
六
二
年
一
一
月

一
六
日
︵
金
曜
日
︶
午
後
八
時
か
ら
九
時
三
分
に
か
け
て
放
送
さ
れ
た
﹁
モ
ン

ス
タ
ー
﹂︵
Ｎ
Ｈ
Ｋ

安
部
公
房
作

和
田
勉
演
出
︶
が
視
聴
率
一
五
．
二
％⑨
︑

同
じ
く
一
九
六
六
年
一
一
月
二
四
日
︵
木
曜
日
︶
午
後
九
時
四
〇
分
か
ら
一
〇

時
三
九
分
に
か
け
て
放
送
さ
れ
た
﹁
大
市
民
﹂
︵
Ｎ
Ｈ
Ｋ

山
田
信
夫
作

和

田
勉
演
出
︶
の
視
聴
率
が
一
〇
．
八
％
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た⑩
︒
こ
う
し
た
他

椎
名
麟
三
作
﹁
約
束
﹂
を
読
む
／
視
る

一
〇
三



表

時間帯 番 組 視聴率

AM8：15―8：30 連続テレビ小説 うず潮 19.3％

PM0：40―0：55 連続テレビ小説 うず潮（再放送） 16.2％

PM3：30―5：35 大相撲 九州場所 十三日目 27.2％

PM5：45―6：00 ひょっこりひょうたん島 11.0％

PM9：00―9：25 ニュース 天気予報 17.4％

PM9：25―9：40 ニュースの焦点 11.2％

PM9：40―10：30 約束 11.1％

PM10：30―10：50 時の表情 4.1％

『昭和39年11月 テレビ・ラジオ番組聴視率調査 全国結果表』（日本

放送協会放送文化研究所）より

の
芸
術
祭
参
加
作
の
視
聴
率
や
そ
の
放
送
時
間
帯
︑
曜
日
を
考
慮
し
て
も
︑

﹁
約
束
﹂
の
視
聴
率
が
特
別
な
数
字
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
︑﹁
約

束
﹂
が
放
送
さ
れ
た
一
九
六
四
年
は
︑
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
の
影
響
で
既

に
国
民
の
九
割
近
く
が
テ
レ
ビ
を
所
有
し
て
お
り⑪
︑
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
︑

国
民
の
一
割
強
が
こ
の
芸
術
的
な
ド
ラ
マ
を
視
聴
し
て
い
た
事
実
は
︑
そ
の
表

現
を
考
え
る
前
提
と
し
て
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

三
︑
表
現
の
襞

先
に
紹
介
し
た
よ
う
な
評
者
︑
視
聴
者
た
ち
の
反
応
を
も
た
ら
し
た
﹁
約

束
﹂
は
︑
そ
の
中
に
難
解
さ
を
指
摘
す
る
声
が
あ
っ
た
よ
う
に
︑
現
在
見
て
み

て
も
決
し
て
理
解
し
や
す
い
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
は
な
い
︒
そ
の
原
因
を
い
く
つ

か
指
摘
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
︑
当
時
か
ら
観
念
的
と
言
わ
れ
て
い
た
椎
名
麟
三
の

脚
本
の
性
質
や
︑
日
常
的
な
事
物
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
を
挿
入
す
る
和
田
勉
特

有
の
演
出
法
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
同
時
に
当
時
の
評
者
︑
視
聴
者

た
ち
に
何
ら
か
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
し
も
し
た
よ
う
だ
︒
そ
し
て
︑
難
解

と
は
言
わ
れ
な
が
ら
も
︑
和
田
勉
が
意
図
し
て
い
た
四
郎
に
象
徴
さ
れ
る
人
間

性
の
復
権
は
︑
あ
る
程
度
評
者
︑
視
聴
者
に
理
解
は
さ
れ
て
も
い
る
︒
し
か
し
︑

こ
の
ド
ラ
マ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
地
す
べ
り
は
︑
青
木
登
紀
江
や
谷
脇
茂
男
ら

一
般
視
聴
者
が
理
解
し
て
い
た
﹁
自
然
の
力
﹂
と
は
異
な
る
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
︒
ド
ラ
マ
冒
頭
に
登
場
す
る
男
が
︑

﹁
い
ま
に
な
っ
て
も
ま
だ
戦
災
が
つ
づ
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
︒
戦
争
中
軍

が
こ
の
山
の
向
う
に
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
防
空
壕
を
ほ
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら

ね
︑
使
い
も
し
な
か
っ
た
の
に
︒
そ
ん
な
も
ん
造
ら
な
か
っ
た
ら
︑
こ
ん
な
地

す
べ
り
が
い
ま
ご
ろ
起
り
は
し
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
︒︵
中
略
︶
政
府
の
責
任

で
す
︑
掘
り
放
し
て
お
い
て
︑
い
ま
に
な
っ
て
も
埋
め
て
お
か
な
か
っ
た
の
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は
﹂
と
︑
地
す
べ
り
を
説
明
し
て
い
る
か
ら
だ
︒
こ
の
男
の
台
詞
を
重
視
す
る

な
ら
ば
︑
地
す
べ
り
と
は
︑
戦
争
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
︑
戦
後
に
な
っ
て
も

な
お
ひ
と
び
と
を
取
り
囲
む
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
表
し

て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
後
の
三
郎
の
台
詞
に
も
︑﹁
地
す
べ
り
に
殺
さ
れ
る

か
も
知
れ
な
い
と
き
﹂
を
﹁
一
種
の
戦
争
み
た
い
な
と
き
﹂
と
捉
え
た
表
現
が

見
ら
れ
る
︒

ま
た
︑﹁
株
の
暴
落
し
た
の
は
お
れ
の
せ
い
か
！
︵
中
略
︶
ま
る
で
地
す
べ

り
み
た
い
な
も
ん
だ
︒
政
府
の
声
明
も
こ
の
暴
落
を
食
い
と
め
ら
れ
な
か
っ
た

ん
だ
か
ら
な
︒
内
も
外
も
地
す
べ
り

︱
︵
起
上
っ
て
︶
畜
生
！

ど
う
し
て

オ
ス
ワ
ル
ド
の
奴
︑
ケ
ネ
デ
イ
大
統
領
を
殺
し
や
が
っ
た
ん
だ
ろ
う
﹂
と
い
う

三
郎
の
台
詞
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
三
郎
・
と
め
子
夫
婦
を
経
済
的
な
困

窮
に
追
い
や
っ
た
︑
ケ
ネ
デ
ィ
暗
殺
の
不
安
か
ら
生
じ
た
株
の
暴
落
も
地
す
べ

り
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
︒
四
郎
の
実
父
が
︑﹁
後
家
に
な
っ
た
お
れ
の
母
親
を

大
阪
ま
で
連
れ
だ
し
て
︑
お
ま
け
に
あ
の
四
郎
の
や
つ
を
母
親
に
は
ら
ま
せ
た

ま
ま
︑
ア
メ
リ
カ
へ
ず
ら
か
り
や
が
っ
た
ん
だ
か
ら
な
︒
同
じ
日
本
人
の
血
の

流
れ
て
い
る
二
世
の
く
せ
に
﹂
と
三
郎
に
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
併
せ
れ
ば
︑

三
郎
は
ア
メ
リ
カ
そ
の
も
の
を
嫌
悪
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
︒
こ

の
よ
う
な
記
述
を
総
合
す
れ
ば
︑
こ
の
ド
ラ
マ
に
お
け
る
地
す
べ
り
と
は
︑
戦

時
中
と
の
連
続
性
を
抱
え
つ
つ
日
米
関
係
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
戦
後
の
状
況

そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
︑
地
す
べ
り
の
生
起
と
は
︑
そ
れ
が
現

実
の
危
機
と
し
て
作
中
人
物
を
襲
う
事
態
を
喩
え
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
ド
ラ
マ
の
タ
イ
ト
ル
と
も
な
っ
て
い
る
約
束
は
︑
こ
の
地
す
べ
り

の
生
起
と
の
関
係
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
作
中
人
物
に
異
な
っ
た
結
果
を
も
た
ら

す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
前
掲
し
た
和
田
勉
の
演
出
の
意
図
を
ふ
ま
え
る
と
︑

そ
の
概
念
は
︑
法
と
し
て
の
約
束
︑
つ
ま
り
戦
後
の
法
体
系
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
た
約
束
と
︑
法
以
前
の
約
束
︑
す
な
わ
ち
﹁
人
間
と
人
間
の
約
束
﹂
と
に
区

分
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
後
者
の
﹁
人
間
と
人
間
の
約
束
﹂
を
観
念
の
中
で

の
み
重
視
し
て
い
る
の
が
︑
イ
ン
テ
リ
の
浪
人
生
和
夫
で
あ
り
︑
和
夫
は
︑
四

郎
に
金
を
貸
与
す
る
際
に
︑
約
束
が
﹁
人
間
の
命
の
根
本
﹂
で
あ
り
︑﹁
破
ら

れ
た
ら
人
間
は
生
き
て
は
行
け
な
く
な
る
ん
だ
﹂
と
︑
結
婚
の
約
束
を
踏
み
に

じ
ら
れ
て
精
神
を
病
ん
だ
隣
家
の
女
性
を
念
頭
に
置
い
て
︑
四
郎
に
法
以
前
の

約
束
の
意
義
を
説
い
て
い
る
︒
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
和
夫
の
こ
の
考
え

を
誠
実
に
受
け
止
め
た
四
郎
は
︑
自
動
車
を
盗
ん
で
金
を
用
意
し
よ
う
と
し
︑

四
郎
と
の
約
束
を
守
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
法
以
前
の
約
束
と
︑
法
と
し
て
の
約
束
と
が
作
中
人
物
を
取
り

巻
い
て
い
る
わ
け
だ
が
︑
和
夫
は
四
郎
に
説
い
て
い
る
ほ
ど
︑
法
以
前
の
約
束

の
意
義
を
信
じ
︑
実
行
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
和
夫
は
︑
四
郎
に
金
を

貸
す
際
に
は
借
用
書
を
用
意
し
︑
法
と
し
て
の
約
束
へ
と
約
束
の
意
味
を
す
り

替
え
て
い
る
こ
と
に
無
自
覚
で
あ
る
し
︑﹁
ぼ
く
た
ち
の
世
界
で
あ
る
こ
の
地

球
は
︑
青
か
っ
た
と
い
う
一
言
で
す
む
世
界
だ
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
﹂
と
い
う
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そ
の
口
癖
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
シ
ニ
カ
ル
な
世
界
観
の
持
ち
主

だ
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
よ
う
に
﹁
観
念
と
行
動
の
一
致
し
な
い
人
物⑫
﹂
が
和
夫
な

の
で
あ
る
︒
和
夫
は
︑
四
郎
を
利
用
し
た
三
郎
・
と
め
子
の
策
略
に
よ
っ
て
︑

借
用
書
に
保
障
さ
れ
た
法
と
し
て
の
約
束
を
踏
み
に
じ
ら
れ
よ
う
と
す
る
が
︑

窃
盗
し
た
四
郎
を
家
に
連
れ
て
き
た
警
察
を
︑
詐
欺
で
自
身
を
取
り
調
べ
に
来

た
と
勘
違
い
し
た
と
め
子
か
ら
︑
地
す
べ
り
後
︑
金
を
返
却
さ
れ
て
い
る
︒
こ

の
こ
と
を
三
郎
・
と
め
子
夫
婦
の
視
線
か
ら
捉
え
る
と
︑
法
と
し
て
の
約
束
を

悪
用
し
︑
未
成
年
の
四
郎
と
和
夫
と
の
間
に
貸
借
関
係
を
結
ば
せ
る
こ
と
で
和

夫
か
ら
金
を
奪
い
取
ろ
う
と
し
た
こ
の
夫
婦
は
︑
地
す
べ
り
後
︑
結
局
金
を
和

夫
に
返
却
す
る
の
で
︑
結
果
と
し
て
は
法
と
し
て
の
約
束
を
履
行
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
︒
法
と
し
て
の
約
束
は
︑
隣
家
の
女
性
と
老
婆
を
も
取
り
囲
ん
で
お

り
︑
二
人
は
親
戚
中
の
厄
介
者
と
し
て
保
険
金
を
か
け
ら
れ
︑
地
す
べ
り
に
よ

る
死
を
期
待
さ
れ
て
い
る
が
︑
二
人
は
地
す
べ
り
で
生
き
埋
め
に
な
り
︑
そ
の

死
を
確
認
さ
れ
れ
ば
︑
保
険
金
の
支
払
い
と
い
う
法
と
し
て
の
約
束
が
履
行
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
︒
法
以
前
の
約
束
と
作
中
人
物
た
ち
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
例
え
ば
︑
自
動
車
を
盗
ん
だ
四
郎
を
取
り
調
べ
る
刑
事

た
ち
が
代
議
士
に
よ
る
公
約
の
無
効
性
を
説
く
よ
う
に
︑
あ
る
い
は
︑
和
夫
が

そ
れ
を
観
念
と
し
て
の
み
口
に
し
て
い
る
よ
う
に
︑
そ
れ
が
履
行
さ
れ
る
場
が

描
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
和
夫
と
交
わ
し
た
金
の
返
却
と
い
う
約
束
を
︑
法

以
前
の
も
の
と
し
て
愚
直
に
守
ろ
う
と
し
た
四
郎
が
︑
自
動
車
を
盗
ん
で
ま
で

そ
れ
を
履
行
し
よ
う
と
す
る
姿
や
︑
結
婚
と
い
う
人
間
と
人
間
の
約
束
を
反
故

に
さ
れ
て
精
神
を
病
ん
だ
女
性
の
姿
に
そ
れ
が
表
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
作
中
人
物
に
と
っ
て
の
約
束
の
位
相
と
︑
戦
後
の
状

況
が
危
機
と
し
て
生
起
す
る
こ
と
を
喩
え
た
地
す
べ
り
と
の
関
係
を
総
合
す
る

と
︑
こ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
目
的
の
一
つ
は
︑
法
と
し
て
の
約
束
が
︑
地
す
べ

り
に
よ
っ
て
︑
半
ば
当
事
者
の
意
志
と
は
別
に
履
行
さ
れ
て
し
ま
う
皮
肉
を
描

き
出
そ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
地
す
べ
り
後
︑
三

郎
・
と
め
子
が
返
す
つ
も
り
の
な
か
っ
た
金
が
結
果
的
に
和
夫
に
返
却
さ
れ
る

こ
と
や
︑
保
険
金
を
か
け
ら
れ
︑﹁
殺
さ
れ
る
た
め
に
生
き
て
い
る
﹂
女
性
と

老
婆
が
死
に
直
面
す
る
こ
と
︑
四
郎
が
和
夫
か
ら
借
り
た
金
の
返
済
義
務
は
︑

ア
メ
リ
カ
に
住
む
四
郎
の
実
父
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
三
郎
が
︑
警
察
に
四
郎

の
自
動
車
窃
盗
に
つ
い
て
の
監
督
責
任
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る

と
言
え
よ
う
︒
そ
し
て
︑
も
う
一
つ
の
目
的
は
︑
結
婚
の
約
束
を
反
故
に
さ
れ

て
精
神
を
病
ん
だ
女
性
や
︑
法
以
前
の
約
束
を
履
行
し
よ
う
と
自
動
車
を
盗
ん

だ
四
郎
の
姿
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
法
以
前
の
約
束
に
従
順
で
あ

っ
た
者
は
精
神
を
病
ん
だ
り
︑
法
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
た
り
す
る
皮
肉
を
描
き

出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
シ
ニ
カ

ル
な
和
夫
の
口
癖
に
反
発
し
︑
﹁
そ
ん
な
こ
と
あ
る
も
ん
か
！
﹂
と
精
神
を
病

ん
だ
女
性
と
老
婆
を
必
死
に
掘
り
返
そ
う
と
す
る
四
郎
の
人
間
性
と
は
︑
保
険

や
借
用
書
と
い
っ
た
法
と
し
て
の
約
束
に
対
す
る
﹁
具
体
的
人
間
﹂
四
郎
の
抗
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い
で
あ
る
と
も
言
え
る
︒

地
す
べ
り
が
生
じ
た
と
き
に
法
と
し
て
の
約
束
が
結
果
的
に
履
行
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
れ
ば
︑
地
す
べ
り
と
法
と
は
強
固
な
関
係
を
保
ち
な
が
ら
連
動
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
︑
戦
後
の
シ
ス
テ
ム
と
そ
れ
を
支
え
る
法
が
も
た
ら

す
危
機
が
︑
地
す
べ
り
に
は
喩
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
︒
そ
の
戦
後

の
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
を
逸
脱
し
︑
法
以
前
の
人
間
と
し
て
の
行
為
に
価
値
を

置
こ
う
と
す
る
と
︑
逆
に
精
神
を
病
ん
だ
り
︑
現
実
の
法
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ

た
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
と
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
な

物
語
の
目
的
を
包
括
す
る
と
︑﹁
約
束
﹂
は
︑
当
事
者
を
埒
外
に
置
い
た
戦
後

と
い
う
法
体
系
︑
つ
ま
り
は
日
米
関
係
を
土
台
と
し
た
戦
後
の
シ
ス
テ
ム
そ
の

も
の
を
問
い
か
け
︑
戦
後
の
法
体
系
と
は
別
の
価
値
の
可
能
性
︑
す
な
わ
ち
法

以
前
の
約
束
を
意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
ド
ラ
マ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
こ
に
は
︑
椎
名
が
描
き
続
け
た
庶
民
と
い
う
当
事
者
を
埒
外
に
置
い
た
戦
後

に
対
す
る
問
い
か
け
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
︑
そ
こ
に
こ
そ
︑
当
時

の
評
者
や
一
般
視
聴
者
が
感
じ
取
っ
て
い
た
社
会
風
刺
の
内
実
が
あ
る
と
も
考

え
ら
れ
る
︒

椎
名
麟
三
の
脚
本
に
孕
ま
れ
た
こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
を
彩
る
の
が
和
田
勉

の
演
出
で
あ
っ
た
︒
和
田
の
演
出
の
最
大
の
特
徴
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
の
多
用

で
あ
り⑬
︑﹁
約
束
﹂
に
お
い
て
も
そ
の
手
法
は
発
揮
さ
れ
て
い
る
が
︑
と
り
わ

け
印
象
的
な
の
は
︑
ド
ラ
マ
導
入
部
分
で
立
て
続
け
に
映
し
出
さ
れ
る
日
常
の

事
物
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
あ
る
︒
地
す
べ
り
の
原
因
を
男
が
和
夫
に
語
る
シ

ー
ク
エ
ン
ス
の
後
︑
タ
イ
ト
ル
バ
ッ
ク
︵
図
�
︶
を
経
て
︑
場
面
は
三
郎
・
と

め
子
夫
婦
の
家
の
中
へ
と
移
行
し
て
い
く
が
︑
そ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
が
︑
土
間
の
ガ
マ
ガ
エ
ル
︵
図
�
︶
や
床
の
間
の
ダ
ル
マ
︑

瓶
の
中
の
柄
杓
︑
畳
に
落
ち
た
飯
粒
︵
図
�
︶
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
も
︑
場
面

が
二
階
の
和
夫
の
部
屋
へ
と
移
っ
た
際
に
︑
和
夫
の
日
常
的
な
食
事
で
あ
る
コ
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ッ
プ
の
水
と
コ
ッ
ペ
パ
ン
︵
図
�
︶
や
︑
和
夫
の
食
材
で
あ
る
ヤ
カ
ン
に
入
っ

た
野
草
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
︒
コ
ッ
プ
の
水
に
つ
い
て
は
︑

カ
メ
ラ
を
上
下
左
右
に
少
し
揺
り
動
か
す
こ
と
で
︑
視
聴
者
が
そ
れ
を
映
像
と

し
て
対
象
化
す
る
よ
う
な
シ
ョ
ッ
ト
も
挿
入
さ
れ
て
い
る
︒

こ
う
し
た
事
物
に
対
す
る
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
は
︑
当
時
の
テ
レ
ビ
画
面
の
小

さ
さ
を
考
慮
し
た
結
果
で
も
あ
る
が
︑
ド
ラ
マ
の
中
の
日
常
性
の
異
化
を
通
じ

て
︑
視
聴
者
の
日
常
性
を
揺
る
が
そ
う
と
す
る
効
果
を
担
っ
て
い
る
と
同
時
に
︑

物
語
の
展
開
と
の
希
薄
な
関
係
を
得
る
こ
と
で
︑
視
聴
者
に
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

を
予
期
さ
せ
な
い
よ
う
な
効
果
も
担
っ
て
い
る⑭
︒
こ
の
方
法
に
う
か
が
え
る
和

田
の
問
題
意
識
は
︑
当
時
の
映
像
表
現
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
で
も
あ
っ

た
よ
う
だ
が⑮
︑
和
田
は
︑
こ
と
ば
や
そ
の
概
念
を
剥
ぎ
取
っ
た
事
物
の
表
象
を
︑

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
可
能
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
︒事

物
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
は
︑
物
語
の
展
開
と
は
関
係
性
が
希
薄
で
あ
る
が

故
に
視
聴
者
に
違
和
感
を
与
え
て
い
く
で
あ
ろ
う
し
︑
前
掲
し
た
﹃
東
京
新

聞
﹄︵
朝
刊

一
九
六
四
年
一
一
月
二
三
日
︶
の
﹁
放
送
時
評
﹂
が
批
判
し
た

よ
う
に
︑
和
夫
は
﹁
観
念
と
行
動
の
一
致
し
な
い
人
物
﹂
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
が
故
に
︑
そ
の
言
行
不
一
致
が
人
物
像
を
不
明
瞭
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
は
否
め
な
い
︒
ま
た
︑
精
神
を
病
ん
だ
女
性
が
歌
を
歌
う
場
面
が
や
や
唐
突

で
あ
る
こ
と
や
︑
地
す
べ
り
後
︑﹁
わ
か
ら
な
い
﹂
も
の
を
掘
り
出
そ
う
と
す

る
と
め
子
の
姿
な
ど
︑
因
果
関
係
が
不
明
な
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
場
面
が
い

く
つ
か
見
ら
れ
︑
そ
れ
ら
が
難
解
さ
を
醸
し
出
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
そ
れ
ら
が
表
現
の
襞
と
し
て
視
聴
者
に
作
用
す
る
こ
と
も
ま
た
確
か

で
あ
り
︑
観
念
的
な
脚
本
そ
の
も
の
に
孕
ま
れ
て
い
る
難
解
さ
や
︑
事
物
の
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
な
ど
の
文
脈
の
齟
齬
が
引
き
起
こ
す
難
解
さ
︑
そ
し
て
和
夫
の

人
物
設
定
そ
の
も
の
に
見
ら
れ
る
矛
盾
な
ど
が
視
聴
者
を
混
乱
さ
せ
て
い
く
と

同
時
に
︑
こ
の
ド
ラ
マ
は
︑
そ
う
し
た
表
現
の
接
続
と
断
絶
を
め
ぐ
る
思
考
を

視
聴
者
に
求
め
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

た
だ
し
︑
ド
ラ
マ
の
末
尾
に
お
い
て
は
︑
﹁
具
体
的
人
間
﹂
で
あ
る
四
郎
の

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
明
瞭
に
伝
え
る
た
め
の
演
出
の
痕
跡
を
見
る
こ
と
も
で
き

る
︒
例
え
ば
︑
自
動
車
窃
盗
の
容
疑
で
四
郎
を
連
れ
て
き
た
警
察
を
︑﹁
あ
な

た
を
つ
か
ま
え
に
来
た
ん
で
す
よ
︑
詐
欺
で
ね
﹂
と
偽
り
︑
と
め
子
に
金
を
返

金
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
和
夫
の
姿
や
︑
四
郎
に
対
す
る
高
尚
な
発
言
と
は

裏
腹
に
金
に
執
着
す
る
和
夫
の
姿
に
つ
い
て
は
脚
本
通
り
で
あ
る
も
の
の
︑
こ

の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
と
め
子
と
三
郎
の
姿
は
︑
脚
本
と
実
際
の
映
像
で
は
若
干

異
な
る
の
で
あ
る
︒
脚
本
で
は
︑
﹁
泥
に
ま
み
れ
た
札
束
を
和
夫
に
わ
た
し
て

泣
き
く
ず
れ
る
﹂
と
さ
れ
て
い
た
と
め
子
は
︑
実
際
の
映
像
で
は
︑
腹
に
隠
し

て
お
い
た
札
束
を
和
夫
に
返
し
︑
同
じ
く
脚
本
で
は
﹁
金
︑
あ
の
金
は
？
﹂
と

椎
名
麟
三
作
﹁
約
束
﹂
を
読
む
／
視
る

一
〇
八



金
の
所
在
を
と
め
子
に
問
う
だ
け
の
三
郎
は
︑
実
際
の
映
像
で
は
︑
さ
ら
に
と

め
子
を
殴
打
す
る
︒
つ
ま
り
︑
実
際
の
映
像
で
は
︑
ド
ラ
マ
の
末
尾
で
金
に
執

着
す
る
和
夫
︑
と
め
子
︑
三
郎
の
姿
が
誇
張
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒
そ
れ
故
に
︑

出
来
事
に
対
し
て
シ
ニ
カ
ル
な
和
夫
に
﹁
そ
ん
な
こ
と
あ
る
も
ん
か
！
﹂
と
反

発
し
︑
狂
女
と
老
婆
を
掘
り
返
そ
う
と
す
る
四
郎
の
姿
が
際
立
つ
の
で
あ
る
︒

そ
の
結
果
︑﹁
具
体
的
人
間
﹂
と
し
て
の
四
郎
や
︑
四
郎
の
人
間
と
し
て
の
復

権
と
い
う
目
的
＝
結
末
が
視
聴
者
に
明
瞭
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
︒
こ
の
よ
う
な
点
に
︑
斬
新
な
演
出
に
よ
っ
て
の
み
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
︑
こ
の
ド
ラ
マ
の
一
側
面
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
よ
う
︒

一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
︑
椎
名
麟
三
は
︑
テ
レ
ビ
だ
け
で

な
く
︑
戯
曲
や
︑
映
画
︑
ラ
ジ
オ
の
脚
本
の
執
筆
に
携
わ
っ
た
︒
そ
れ
を
︑
記

録
芸
術
の
会
に
も
か
か
わ
っ
た
椎
名
の
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
問
題
意
識
と
し
て

も
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
を
経
験
し
た
椎
名
の
大
衆
や
庶
民
に
対
す
る
問
題
意
識
と

し
て
も⑯
︑
あ
る
い
は
︑
そ
れ
ら
の
背
景
に
あ
る
戦
後
の
大
衆
メ
デ
ィ
ア
の
成
熟

と
し
て
も
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
は
︑
大
学
で

演
劇
を
専
攻
し
︑
黎
明
期
の
テ
レ
ビ
業
界
に
参
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
和
田
の

問
題
意
識
と
交
錯
す
る
こ
と
で
︑﹁
約
束
﹂
を
始
め
と
し
た
い
く
つ
か
の
テ
レ

ビ
ド
ラ
マ
と
し
て
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
約
束
﹂
に
限
ら
ず
︑
芸
術
祭
に

参
加
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
︑
和
田
が
演
出
し
た
そ
れ
に
は
難
解
さ
が
孕
ま
れ

て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
︑
そ
れ
は
︑
単
に
難
解
さ
を
評
者
︑
視
聴
者
に
押
し

付
け
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
︑
大
衆
と
い
う
不
可
視
の
存
在
に
対
す
る
意
識

を
様
々
な
レ
ベ
ル
で
表
出
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹁
約
束
﹂

の
末
尾
に
お
け
る
脚
本
と
映
像
の
若
干
の
ズ
レ
も
︑
そ
の
一
端
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
よ
う
︒

注①

和
田
勉
﹁
椎
名
麟
三
︵
特
集

テ
レ
ビ
作
家
論
︶
﹂
︵﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄
一
九
六

五
年
六
月
︶
参
照
︒

②

﹁
終
電
車
脱
線
す
﹂
は
︑
も
と
も
と
戯
曲
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
︑
テ
レ
ビ
ド

ラ
マ
化
さ
れ
る
前
に
も
何
度
か
上
演
さ
れ
て
い
る
︒
ド
ラ
マ
放
送
後
︑﹁
放
送
塔
﹂

︵﹃
読
売
新
聞
﹄
朝
刊

一
九
六
〇
年
三
月
一
三
日
︶
や
﹁
ド
ラ
マ
評
﹂︵﹃
朝
日
新

聞
﹄
大
阪
版
朝
刊

一
九
六
〇
年
三
月
一
七
日
︶︑
嶋
地
孝
麿
﹁
旬
間
テ
レ
ビ
評

戦
後
を
え
が
く
二
つ
の
ド
ラ
マ
﹂︵﹃
キ
ネ
マ
旬
報
﹄
一
九
六
〇
年
四
月
一
日
︶
に
感

想
や
批
評
が
掲
載
さ
れ
た
︒
演
出
者
の
情
報
は
︑
嶋
地
の
評
に
よ
っ
た
︒

③

こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
作
家
が
見
た
テ
レ
ビ

可
能
性
と
し
て

の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹂
︵﹃
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
﹄
二
〇
一
三
年
一
二

月
︶
も
参
照
の
こ
と
︒

④

椎
名
麟
三
﹁
表
現
の
自
由
を
守
ろ
う
﹂︵
﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄
一
九
六
二
年
九
月
︶

参
照
︒

⑤

和
田
勉
﹁
椎
名
麟
三
︵
特
集
テ
レ
ビ
作
家
論
︶
﹂
︵
前
掲
︶
参
照
︒

⑥

柾
木
恭
介
・
羽
山
英
作
・
四
条
貫
哉
に
よ
る
座
談
会
﹁
“
テ
レ
ビ
・
芸
術
祭
”
を

批
評
す
る
﹂︵﹃
キ
ネ
マ
旬
報
﹄
一
九
六
一
年
一
月
一
五
日
︶
参
照
︒

⑦

Ｆ
Ｍ
﹁
週
刊
モ
ニ
タ
ー
﹂︵﹃
朝
日
新
聞
﹄
東
京
版
朝
刊

一
九
六
〇
年
一
〇
月
二

五
日
︶︑
羽
山
英
作
﹁
浅
沼
事
件
そ
し
て
芸
術
祭
﹂︵﹃
キ
ネ
マ
旬
報
﹄
一
九
六
〇
年

椎
名
麟
三
作
﹁
約
束
﹂
を
読
む
／
視
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一
一
月
一
五
日
︶
参
照
︒
当
時
芸
術
祭
の
審
査
委
員
を
務
め
て
い
た
飯
島
正
﹁
芸
術

祭
選
考
総
評
﹂︵﹃
放
送
と
宣
伝

Ｃ
Ｂ
Ｃ
レ
ポ
ー
ト
﹄
一
九
六
一
年
二
月
︶
も
同
様

の
見
解
を
示
し
︑
ピ
ン
ポ
ン
玉
を
用
い
た
音
響
効
果
の
特
異
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒

⑧

加
﹁
放
送
短
評
﹂﹃
東
京
新
聞
﹄
朝
刊

一
九
六
〇
年
一
〇
月
二
四
日
︶︑
Ｏ
﹁
テ

レ
ビ
週
評
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
朝
刊

一
九
六
〇
年
一
〇
月
二
六
日
︶
参
照
︒

⑨

﹃
昭
和
38
年
12
月

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
番
組
聴
視
率
調
査

全
国
結
果
表
﹄︵
日
本

放
送
協
会
放
送
文
化
研
究
所
︶
参
照
︒

⑩

﹃
昭
和
41
年
11
月

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
番
組
聴
視
率
調
査

全
国
結
果
表
﹄︵
日
本

放
送
協
会
放
送
世
論
調
査
所
︶
参
照
︒

⑪

﹁
主
要
耐
久
消
費
財
の
普
及
率
︵
全
世
帯
︶﹂︵
総
務
省
統
計
局
監
修
﹃
新
版

日

本
長
期
統
計
総
覧

第
�
巻
﹄
日
本
統
計
協
会

二
〇
〇
六
年
一
二
月
︶
参
照
︒

⑫

和
田
勉
﹁﹁
約
束
﹂
の
表
現
に
つ
い
て
﹂︵﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄
一
九
六
五
年
一
月
︶

参
照
︒

⑬

和
田
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
安
部
公
房
作
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂

を
読
む
／
視
る
﹂︵﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
二
〇
一
四
年
一
一
月
︶
も
参
照
の
こ
と
︒

⑭

和
田
勉
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
は
︑
和
田
勉
﹃
演
技
と
人
間
﹄︵
毎
日
新

聞
社

一
九
七
〇
年
四
月
︶
等
に
詳
し
い
︒

⑮

例
え
ば
︑
映
像
作
家
の
松
本
俊
夫
﹁
映
像
表
現
の
固
有
性
に
つ
い
て
﹂︵﹃
映
像
と

は
何
か
﹄
写
真
同
人
社

一
九
六
六
年
九
月
︶
も
︑﹁
名
前
も
意
味
も
な
い
裸
形
の

﹁
も
の
﹂
と
し
て
の
映
像
に
徹
し
よ
う
と
す
る
方
向
は
︑
映
像
表
現
の
純
粋
化
の
方

向
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒

⑯

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
立
尾
真
士
﹁﹁
庶
民
﹂
と
﹁
大
衆
﹂

︱
椎
名
麟
三
と
映

画

︱
﹂︵﹃﹁
死
﹂
の
文
学
︑﹁
死
者
﹂
の
書
法

︱
椎
名
麟
三
・
大
岡
昇
平
の
﹁
戦

後
﹂

︱
﹄
翰
林
書
房

二
〇
一
五
年
一
〇
月
︶
に
詳
細
な
分
析
が
あ
る
︒

︹
付
記
︺

｢約
束
﹂
に
お
け
る
台
詞
等
の
引
用
は
︑﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄︵
一
九
六
五
年

一
月
︶
掲
載
の
脚
本
に
よ
っ
た
︒
ま
た
︑
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
︵
課
題
番

号

2
5
7
7
0
0
8
4
︶
の
成
果
の
一
部
で
あ
り
︑
二
〇
一
六
年
度
同
志
社
大
学
国
文

学
会
で
の
研
究
発
表
を
論
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
︒
席
上
で
ご
助
言
を
賜
っ
た

皆
様
に
︑
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
︒

椎
名
麟
三
作
﹁
約
束
﹂
を
読
む
／
視
る

一
一
〇


