
英
国
に
お
け
る
文
化
統
治
の
手
段
と
し
て
の

公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
の
形
成

飯

塚

浩

一

は
じ
め
に

一

公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
の
成
立

㈠

公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
の
理
念

㈡

文
化
統
治
の
手
段
と
し
て
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送

二

B
B
C

に
よ
る
文
化
統
治
の
実
践

㈠

階
級
対
立
と
国
民
統
合

㈡

戦
間
期
に
お
け
る

B
B
C

の
番
組
に
み
る
文
化
統
治

1

標
準
英
語
の
採
用

2

教
育
放
送
の
開
始

3

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
対
す
る
支
援

4

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
の

質

の
維
持

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

一
九
二
二
年
、
英
国
の
郵
政
公
社
（Post

O
ffice

）
は
、
増
大
し
つ
つ
あ
っ
た
ラ
ジ
オ
の
購
入
者
へ
番
組
を
提
供
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
当
時
の
代
表
的
な
無
線
機
メ
ー
カ
ー
の
共
同
出
資
に
よ
り
英
国
放
送
会
社
（Britis

h
B
ro
a
d
castin

g
C
o
m
p
a
n
y

‥
以

下
、
英
国
放
送
協
会
と
特
に
区
別
を
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

B
B
C）
を
設
立
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
う
し
た
措
置
が
と

ら
れ
た
背
景
に
は
、
⑴
全
て
の
ラ
ジ
オ
製
造
業
者
が
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
誕
生
と
発
展
に
参
加
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
、
⑵
周
波
数
に

関
す
る
混
乱
を
避
け
る
、
⑶
全
て
の
聴
取
者
に
対
し
て
効
率
的
で
満
足
の
い
く
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
、
と
い
っ
た
技
術
的
・
組
織

的
理
由
が
あ
っ
た
。

B
B
C

が
社
会
的
・
政
治
的
性
格
を
与
え
ら
れ
る
の
は
そ
れ
以
降
で
あ
り
、
当
初
は

応
急
措
置

と
し
て
こ

う
し
た
組
織
が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
応
急
措
置
の
中
に
、

ラ
ジ
オ
は
国
家
の
希
少
資
源
で
あ
り
、
国
益
に
照
ら
し
て
開

発
さ
れ
、
統
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
考
え
方
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
広
告
収
入
で
は
な
く
、

ラ
ジ
オ
受
信
機
を
所
有
し
て
い
る
全
て
の
人
々
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
受
信
許
可
料
で
賄
う
こ
と
と
な
り
、

B
B
C

は
年
間
収
入
を

保
障
さ
れ
、
聴
取
者
の
希
望
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
払
う
こ
と
な
く
番
組
を
制
作
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
後
、
一
九
二
六
年
に
政
府
が
設
置
し
た
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
委
員
会
（Cra

w
ford

C
o
m
m
ittee

）
は

放
送
サ
ー
ビ
ス
は
国
益

の
受
託
者
で
あ
る
公
共
企
業
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
公
共
企
業
体
の
地
位
と
義
務
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
組

織
と
同
じ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
勧
告
し
、
一
九
二
七
年
一
月
一
日
、
英
国
放
送
会
社
は
英
国
放
送
協
会
（Britis

h

B
ro
a
d
castin

g
C
orp

oratio
n:

以
下
、

B
B
C）
と
な
る
の
だ
が
、
既
に
こ
の
時
、
①
公
共
の
義
務
を
果
た
す
、
②
全
て
の
人
々
へ

奉
仕
す
る
、
③
娯
楽
だ
け
で
な
く
、
情
報
を
提
供
し
教
育
を
行
う
、
と
い
う
今
日
の

公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送

（Pu
blic

S
ervice

B
ro
a
d
castin

g

）
の
基
本
的
な
考
え
方
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。

公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
の
考
え
方
は
、
ジ
ョ
ン
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ォ
ル
サ
ム
・
リ
ー
ス
（Jo

h
n
C
h
arles

W
als

h
a
m

R
eith

）
と
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い
う
、
一
九
二
二
年
の

B
B
C

設
立
時
か
ら
一
九
三
八
年
六
月
に

B
B
C

会
長
の
職
を
辞
す
ま
で

B
B
C

に
君
臨
し
た
人
物
の
考
え

方
が
基
礎
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
、
今
日
に
至
る
ま
で
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
リ
ー
ス
は
、

放
送
が
英
国
社
会
で
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
、
一
九
二
四
年
に
発
表
し
た
著
作
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
明
ら
か
に
、
人
々
が
必
要
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
も
の
を
人
び
と
に
与
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で

あ
り
、
人
び
と
が
欲
し
て
い
る
も
の
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
な
い
、
と
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
人
び
と
が
欲
し
て
い
る
も
の
が

何
で
あ
る
の
か
を
知
っ
て
い
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
し
、
人
々
が
必
要
と
し
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
を
知
っ
て
い
る
者
は
全
く
い

な
い
。

確
か
に
リ
ー
ス
は
極
め
て
個
性
の
強
い
精
力
的
な
人
物
で
あ
り
、
彼
が

B
B
C

及
び
英
国
の
放
送
の
あ
り
方
に
及
ぼ
し
た
影
響
が

計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
大
き
い
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
と
い
う
概
念
が
、
変

容
は
し
つ
つ
も
今
日
の
英
国
の
放
送
の
あ
り
方
の
基
本
的
理
念
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
リ
ー
ス
が
考
え
た
放
送
の

使
命
が
当
時
の
英
国
社
会
に
な
ぜ
受
け
入
れ
ら
れ
、
批
判
さ
れ
な
が
ら
も
人
々
に
聴
か
れ
（
視
聴
さ
れ
）
続
け
た
の
か
を
考
え
る
必

要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

B
B
C

の
草
創
期
に
お
け
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
の
形
成
過
程
を
、
大
衆
を

教
養
あ
る
国
民

に
教
化
し
、
国
民
統
合
を
図
る
た
め
の

文
化
統
治

の
技
術
の
発
展
と
い
う
視
点
か
ら
描
く
こ
と
に
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
リ

ー
ス
が
考
え
て
い
た

公
共
サ
ー
ビ
ス

と
し
て
の
放
送
の
理
念
を

文
化
統
治

の
視
点
か
ら
捉
え
直
す
と
と
も
に
、
一
九
二

〇
・
三
〇
年
代
に

B
B
C

が
展
開
し
た
文
化
面
で
の
実
践
（
標
準
英
語
の
採
用
、
教
育
放
送
の
開
始
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
対
す
る
支
援
、

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
の

質

の
維
持
）
を
紹
介
し
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、

放
送
局
（

B
B
C）
自

身
が
考
え
る
公
共
性

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
考
え
る
た
め
の
一
助
と
し
た
い
。
な
お
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
は
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テ
レ
ビ
放
送
が
開
始
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
対
象
を
ラ
ジ
オ
放
送
に
限
定
す
る
こ
と
に
す
る
。

一

公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
の
成
立

㈠

公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
の
理
念

英
国
の
放
送
史
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
（pu

blic
service

）
の
概
念
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
が
正

当
化
さ
れ
る
主
要
な
根
拠
は
、
⑴
十
分
な
公
平
性
、
⑵
利
益
の
追
求
よ
り
も
文
化
的
水
準
の
維
持
を
重
視
す
る
、
⑶
多
様
な
社
会
的

関
心
や
普
通
の
人
々
の
日
常
的
経
験
を
伝
え
る
と
い
う
任
務
を
担
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
公
共
サ
ー
ビ
ス

放
送
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
法
律
で
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
発
表
さ
れ
て
き
た
一
連
の
政
府
白
書
、

放
送
法
規
、
委
員
会
報
告
書
等
か
ら
そ
の
考
え
方
を
抽
出
す
る
し
か
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
時
そ
の
時
に
示
さ
れ
た
見
解
が
公

共
サ
ー
ビ
ス
放
送
の
変
化
し
つ
つ
あ
る
性
格
を
形
成
す
る
の
に
寄
与
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
放
送
制
度
に
つ
い
て
の
一
つ
の
〈
理
念

型
〉
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
英
国
の
事
情
を
背
景
と
し
て
、
放
送
事
業
が
当
然
と
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
組
織
形
態
に
つ
い
て

の
説
明
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
と
い
う
概
念
の
中
核
と
な
る
受
信
許
可
料
を

B
B
C

の
財
源
と
す
る
と
い
う
考
え
方
と
、
放
送
の
独
占
と
い

う
考
え
方
は
、
一
九
二
二
年
に
英
国
放
送
会
社
の
設
立
を
め
ぐ
る
交
渉
の
過
程
で
生
ま
れ
た
。
リ
ー
ス
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

の
考
え
方
が
、
こ
れ
ら
の
考
え
方
の
枠
組
み
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
放
送
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
リ
ー
ス
の
見
解
は
、
⑴

財
源
の
保
障
、
⑵
放
送
の
独
占
、
⑶
社
会
統
合
の
役
割
、
⑷
道
徳
的
義
務
と
い
う
四
つ
の
原
則
に
基
づ
い
て
い
た
。
第
一
の
原
則
は
、

B
B
C

は
い
か
な
る
商
業
的
な
仕
組
み
に
も
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

B
B
C

が
広
告
収
入
で
運
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
れ
ば
、
大
衆
の
好
み
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
質
の
高
い
番
組
作
り
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
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原
則
は
、
質
の
高
い
番
組
作
り
を
保
障
す
る
た
め
に
、

B
B
C

は

独
占
の
蛮
力

（br
ute

force
of

m
o
n
o
p
oly

）
を
必
要
と
す
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
競
争
に
よ
る
番
組
の
質
の
低
下
を
防
ぎ
、
国
民
全
体
の
文
化
水
準
の
維
持
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
第
三
の
原
則
は
、
放
送
は
階
級
、
地
域
、
宗
派
を
横
断
す
る
国
民
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

リ
ー
ス
に
と
っ
て
放
送
は

社
会
統
合
を
促
進
す
る
強
力
な
手
段

）

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
四
の
原
則
は
、

B
B
C

は
一
種
の
道
徳

的
義
務
を
負
う
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
そ
の
基
準
と
な
っ
た
も
の
は

中
産
階
級
の
倫
理
観
、
厳
格
な
キ
リ
ス
ト
教
の
教

義
、
貴
族
的
な
文
化
、
そ
し
て
学
校
で
教
え
込
ま
れ
る
道
徳
観

）

の
混
ざ
り
合
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
に
つ
い
て
の
リ
ー
ス
の
考
え
方
は
、
企
業
連
合
を
結
成
す
る
際
に
と
ら
れ
た
手
段
（
郵
政
公

社
と
無
線
機
メ
ー
カ
ー
と
の
間
の
合
意
）
と
、
彼
自
身
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
考
え
方
（
質
の
高
い
番
組
提
供
と
英
国
民
に
対
す

る
道
徳
的
義
務
）
が
融
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
リ
ー
ス
は
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
で
最
良
の
も
の

を
聴
取
者
に
届

け
る
た
め
の
手
段
と
し
て

B
B
C

を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

B
B
C

は
財
源
を
保
障
さ
れ
て
い
た
た
め
、
大
衆
の
ニ
ー
ズ
を

気
に
す
る
こ
と
な
く
質
の
高
い
番
組
作
り
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、
放
送
を
独
占
し
て
い
る
こ
と
で
、
教
育
や
情
報
を
提

供
す
る
と
い
う
特
別
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
の
成
立
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
日
本
で
は
、

B
B
C

が
特
許
状
（R

o
y
al

C
h
arter

）
に
基
づ
き
受
信
許
可
料
で
財
政
が
賄
わ
れ
る
公
共
事
業
体
（Pu

blic

C

）

orp
oratio

n

）
と
い
う

制
度

に
な
っ
た
過
程
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
行
わ
れ
て
き
た
も
の
の

）
、
先
に
挙
げ
た
リ
ー
ス
の
見

解
の
う
ち
の

社
会
統
合
の
役
割

と

道
徳
的
義
務

が
な
ぜ
放
送
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
は

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
だ
っ
た
の
か
は
、
あ
ま
り
論
点
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

）
。

リ
ー
ス
は
、
一
九
二
四
年
に
出
版
し
た
著
書
の
中
で

議
会
制
度
は
国
民
を
地
理
的
に
分
割
し
、
新
聞
は
国
民
を
意
見
と
偏
見
に

基
づ
い
て
分
割
す
る
。
…
…
欠
け
て
い
る
も
の
は
あ
る
統
合
の
要
素
で
あ
る
。
…
…
全
国
放
送
シ
ス
テ
ム
は
、
民
主
主
義
に
お
け
る

統
合
機
能
を
果
た
す
だ
ろ
う

）
。

と
、
放
送
が
英
国
社
会
を
統
合
す
る
役
割
を
果
た
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
を
表
明
し
て
い
た
。
ま
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た
彼
は
、
放
送
が
果
た
す
べ
き
道
徳
的
義
務
と
し
て
、
教
育
こ
そ
が
中
核
的
な
機
能
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
放
送
が
こ
う
し
た
機
能

を
果
た
せ
ば
、
急
激
な
社
会
変
動
の
可
能
性
は
遠
の
き
、
社
会
は
よ
り
効
率
的
・
合
理
的
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

公
共
事
業
体
と
し
て
の

B
B
C

の
創
立
に
道
を
開
い
た
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
委
員
会
（Cra

w
ford

C
o
m
m
itte

e

）
は
、
こ
う
し
た
リ

ー
ス
の
主
張
を
受
け
入
れ
、
〔
英
国
民
の
〕
知
識
、
趣
味
、
そ
し
て
マ
ナ
ー
を
改
善
さ
せ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
、
文
化
的
、
道

徳
的
、
そ
し
て
教
育
的
な
力
を
持
つ
機
関
…
…
社
会
的
統
一
を
促
進
す
る
た
め
の
強
力
な
手
段

で
あ
り
、

大
衆
民
主
主
義
社
会

に
お
け
る
政
治
過
程
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
部
分
と
し
て
の
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
で
理
性
的
な
世
論

の
形
成
を
促
す
機
関
と
し

て

B
B
C

を
発
展
さ
せ
、
全
国
の
視
聴
者
の
間
に
共
通
の
文
化
を
打
ち
立
て
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た

）
。
当
時
の
英
国
社
会
は
普
通
選

挙
権
が
導
入
さ
れ
、
政
治
的
権
利
が
大
衆
（
労
働
者
階
級
）
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
権
利
が
国
益
に
沿
う
形
で
、
責

任
あ
る
態
度
で
行
使
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
回
答
の
一
部
が
新
た
に

登
場
し
た
放
送
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

㈡

文
化
統
治
の
手
段
と
し
て
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送

マ
イ
ケ
ル
・
ベ
イ
リ
ー
（M
ic
h
a
el

B
aile

y

）
は
、
英
国
に
お
け
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
の
形
成
と
そ
の
後
の

B
B
C

の
発
展
を

文
化
統
治

（cultu
ral

g
o
v
er
n
a
n
ce

）
の
技
術
の
発
展
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
衆
を
共
通
の

国
民
文
化
の
周
り
に
統
合
す
る
こ
と
で
、

教
養
あ
る
国
民

（ed
u
cate

d
citize

n
s
hip

）
の
形
成
と
維
持
を
可
能
に
す
る
手
段
と
し

て
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
を
捉
え
る
の
で
あ
る

）
。

こ
う
し
た
文
化
統
治
の
発
想
は
、
一
九
世
紀
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
に
中
産
階
級
の
人
々
が
労
働
者
階
級
の
人
々
へ
提
供
し
た

合
理
的
な
リ
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン

（ratio
n
al

recre
atio

n

）
の
登
場
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
、
中
産

階
級
は

リ
ス
ペ
ク
タ
ビ
リ
テ
ィ

（resp
ecta

bility

）
と
い
う
、

他
人
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
理
念

あ
る
い
は

他
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人
の
眼
に
自
分
が
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
を
問
題
に
す
る
理
念

を
作
り
上
げ
、
こ
の
理
念
を
労
働
者
階
級
に
も
受
け
入
れ
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
た

）
。
労
働
者
階
級
の
道
徳
的
堕
落
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
飲
酒
に
代
わ
る
娯
楽
=
合
理
的
な
リ
ク
リ
エ
イ
シ
ョ

ン
の
場
と
し
て
、
図
書
館
や
博
物
館
、
美
術
館
の
開
設
、
公
園
の
整
備
を
図
り
、
労
働
者
階
級
に
も
自
分
た
ち
の
理
念
（
勤
勉
、
自

助
、
清
潔
な
ど
の
規
範
）
を
受
け
入
れ
さ
せ
、
道
徳
観
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
社
会
の
安
定
を
図
ろ
う
と
考
え
た

）
。
一
九
世
紀
後
半

に
は
、
代
表
的
な
社
会
改
革
論
者
で
あ
っ
た
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
（M

atth
e
w

A
r
n
old

）
が
、
民
主
主
義
と
読
み
書
き
能
力

の
拡
大
に
よ
る
大
衆
の
台
頭
に
よ
っ
て
生
じ
た
社
会
秩
序
の
混
乱
に
対
す
る
処
方
箋
と
し
て
教
養
が
持
つ
効
用
を
示
し
た

教
養
と

無
秩
序

（C
ultu

re&
A
n
arc

h
y,
18
6
9

年
）
を
刊
行
し
、
人
々
の
社
会
的
・
道
徳
的
関
心
を
一
つ
に
結
び
つ
け
る
要
に
な
る
も
の

と
し
て

文
化

（cultu
re

）
を
位
置
づ
け
た
。
こ
の
時
、
ア
ー
ノ
ル
ド
は

文
化

に
対
し
て

我
々
に
と
っ
て
も
っ
と
も
か
か

わ
り
の
深
い
事
柄
全
般
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
世
で
今
ま
で
考
え
ら
れ
述
べ
ら
れ
て
き
た
な
か
で
最
上
の
も
の
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
全
人
的
完
成
を
追
求
す
る
こ
と

）

と
い
う
、
人
格
陶
冶
の
た
め
の
訓
練
と
い
う
定
義
を
与
え
た
。

二
〇
世
紀
初
頭
に
選
挙
権
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
で
、
労
働
者
階
級
（
大
衆
）
を
よ
り
統
治
し
や
す
く
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
合

理
的
リ
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
の
役
割
は
、
政
治
的
・
文
化
的
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
と
っ
て
更
に
重
要
性
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
英
国
で
は
、

一
八
三
二
年
六
月
に
行
わ
れ
た
第
一
次
選
挙
法
改
正
以
前
は
、
有
権
者
は
成
人
人
口
の
五
％
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
後
、
一
八

六
七
年
八
月
の
第
二
次
選
挙
法
改
正
、
一
八
八
四
年
一
二
月
の
第
三
次
選
挙
法
改
正
に
よ
っ
て
、
有
権
者
は
成
人
人
口
の
二
八
％
に

ま
で
増
加
し
た
も
の
の
、
男
性
の
み
で
、
地
方
税
の
支
払
い
額
や
財
産
等
の
資
格
で
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
第
一
次
世
界
大
戦

に
先
立
つ
数
年
間
は
、
英
国
政
治
史
上
、
最
も
不
安
定
な
時
期
で
あ
り
、
今
に
も
革
命
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
政

府
部
内
を
覆
っ
て
い
た
。
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ
て
直
接
の
危
機
は
去
り
、
一
九
一
八
年
二
月
の
国
民
代
表
法
に
よ
っ
て
男
性
に
普
通

選
挙
権
（
二
一
歳
以
上
の
年
齢
制
限
だ
け
）、
女
性
に
制
限
選
挙
権
（
三
〇
歳
以
上
で
財
産
に
関
す
る
制
限
あ
り
）
が
認
め
ら
れ
た

）
こ
と

で
有
権
者
数
は
八
〇
〇
万
人
か
ら
一
六
〇
〇
万
人
へ
と
倍
増
し
た
が
、
そ
の
大
部
分
は
労
働
者
階
級
に
属
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
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の
た
め
、
英
国
政
治
に
お
い
て
新
た
に

世
論

が
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

も
し
代
表
民
主
制
と
議
会
制
度
が
国
益
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
機
能
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
新
た
に
政
治
的
権
利
を

得
た
選
挙
民
た
ち
は
、
彼
ら
の
民
主
的
権
利
と
義
務
を
、
あ
る
社
会
階
級
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
で
は
な
く
、
国
民
と
し
て
行
使
す
る

方
法
を
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
中
立
性
・
不
偏
性
の
外
見
を
維
持
し
な
が
ら
、
教
育
と
結
び
つ
い
た
娯
楽

を
提
供
す
る
こ
と
で
大
衆
を
教
化
す
る
文
化
統
治
の
技
術
が
必
要
と
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
、

B
B
C

に
よ
る
文
化
の
形
式
や
諸
活
動

に
対
す
る
関
与
│
│
標
準
英
語
の
採
用
、
教
育
放
送
の
開
始
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
対
す
る
支
援
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
の

質

の
維
持
な
ど
│
│
を
支
え
る
合
理
的
な
理
由
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

リ
ー
ス
も
ア
ー
ノ
ル
ド
と
同
様
に
、
文
化
を

〔
人
格
の
〕
完
成
を
目
指
す
た
め
の
勉
強
部
屋

（th
e
stu

d
y
of

p
erfectio

n

）、

そ
し
て
放
送
を

文
化
の
従
僕

（a
serv

a
nt

of
c
ultu

re

）
で
あ
る
と
定
義
し
た

）
。
ま
た
、
リ
ー
ス
に
と
っ
て
、
一
般
的
に
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
る

娯
楽

と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
単
に

気
持
ち
の
良
い
こ
と
で
心
を
満
た
す

だ
け
で
時
間
の
無
駄
遣
い
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。
娯
楽
と
は
、

再
生
産
や
知
識
と
経
験
の
増
大
、
人
格
の
陶
冶
に
向
け
た
体
系
的
で
持
続
的
な
営
み
の
一
部

）

で
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
の
合
理
的
リ
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
の
提
唱
者
た
ち
と
同
様
、
彼
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、

大
衆
に
対
し
て

ど
う
や
っ
た
ら
時
間
を
、
気
持
ち
良
い
だ
け
で
な
く
、
良
い
（w

ell

）
こ
と
に
使
え
る
か

）

を
示
し
、
自
己
改

善
・
自
己
規
律
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
衆
と
は

自
分
た
ち
が
何
を
欲
し
て
い
る
の
か
も
、
何
を
必
要
と
し
て
い
る

の
か
も
分
か
っ
て
い
な
い

）

文
化
的
訓
練
が
必
要
な
不
完
全
な
国
民
で
あ
り
、
放
送
は

で
き
る
限
り
多
く
の
家
庭
に
、
人
間
の
生

み
出
し
た
知
識
、
人
間
の
努
力
の
成
果
の
う
ち
で
最
高
の
も
の
を
届
け
る

）

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
教
養
を
高
め
る
た
め
に
奉
仕

し
、
一
般
的
な
意
味
で
の
娯
楽
（
=
非
合
理
的
リ
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
）
に
対
す
る
相
殺
手
段
と
し
て
活
用
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
リ

ー
ス
に
と
っ
て
の

教
養
あ
る
国
民
の
形
成

と
、
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
委
員
会
が
求
め
る

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
で
理
性
的
な
世
論
の
形

成

は
結
果
と
し
て
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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二

B
B
Cに
よ
る
文
化
統
治
の
実
践

㈠

階
級
対
立
と
国
民
統
合

リ
ー
ス
に
と
っ
て
、
放
送
と
は
、
ま
さ
に
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
委
員
会
が

B
B
C

に
求
め
た

全
国
の
視
聴
者
の
間
に
共
通
の
文
化
を

打
ち
立
て
る

役
割
を
担
う
機
関
で
あ
っ
た
が
、
で
は
、

B
B
C

は
ど
の
よ
う
に
し
て

共
通
の
国
民
文
化

を
形
成
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

B
B
C

が
、
国
民
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
あ
る
解
釈
を
す
れ
ば
、
そ
の
解
釈
に
当
て
は
ま
ら
な
い
人
々
を

排
除
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
あ
る
文
化
の
形
式
や
諸
活
動
を
共
通
の
国
民
文
化
で
あ
る
と
捉
え
れ
ば
、
全
国
的
・
中
央
集
権
的

で
な
い
文
化
形
式
や
そ
の
活
動
は
同
様
に
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

B
B
C

が
持
つ
べ
き
国
民
的
性
格
は
、
ラ
ジ
オ
に

固
有
の
も
の
で
は
な
く
、

B
B
C

自
身
が
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

B
B
C

は
自
分
が
何
も

の
で
あ
る
か
と
同
時
に
、
何
も
の
で
な
い
の
か
を
作
り
上
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
で
は
、

B
B
C

が
奉
仕
す
べ
き
、
そ
し
て
文
化
的

訓
練
を
施
す
べ
き
大
衆
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
英
国
社
会
は
、
よ
り
豊
か
な
生
活
を
享
受
す
る
層
と
、
失
業
・
貧
困
に
苦
し
む
層
に

二
極
化
し
、
政
界
も
保
守
党
対
労
働
党
と
い
う
形
に
再
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
同
時
に
こ
の
二
大
政
党
の
対
峙
が
、

や
つ
ら

と

お
れ
た
ち

と
呼
ば
れ
る
伝
統
的
な
階
級
配
置
の
形
成
と
固
定
化
を
促
す
こ
と
に
も
な
っ
た

）
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ホ
ガ
ー
ト

（Ric
h
ard

H
o
g
g
art

）
は
、

や
つ
ら

を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

や
つ
ら

に
は
、
警
官
、
労
働
者
階
級
が
直
接
接
触
す
る
公
務
員
、
地
方
公
共
団
体
の
雇
傭
者
│
│
教
師
、
学
校
関
係
者
、

都
市
自
治

体

の
職
員
、
地
方
裁
判
所
の
関
係
者
、
が
ふ
く
ま
れ
る
。
か
つ
て
は
、
家
計
調
査
（
失
業
手
当
を
出
す
か
ど
う
か
の
）
役
人
、

貧
民
救
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済
委
員
会

か
ら
く
る
男
、
職
安
の
職
員
、
が
こ
こ
で
は
目
立
つ
存
在
だ
っ
た
。
と
く
に
、
ひ
じ
ょ
う
に
貧
し
い
人
び
と
に
と
っ
て
、
か
れ

ら
は
、
影
の
よ
う
に
ぼ
ん
や
り
し
た
、
だ
が
ほ
と
ん
ど
の
点
で
も
か
れ
ら
の
生
活
を
支
配
す
る
、
数
の
多
い
力
強
い
集
団
と
し
て
映
っ
て
い

る
。
世
界
は

や
つ
ら

と

お
れ
た
ち

に
分
け
ら
れ
る
。

か
れ
ら

は

頭
に
い
る
連
中

、

ず
っ
と
上
の
ほ
う
に
い
る
や
つ
ら

、

つ
ま
り
失
業
救
済
金
を
く
れ
、
よ
び
つ
け
、
戦
争
に
行
け
と
い
い
、
罰
金
を
と
り
、
三
〇
年
代
に
は
失
業
手
当
を
も
ら
え
る
家
計
調
査
基
準

に
合
格
す
る
た
め
に
家
族
を
分
裂
さ
せ
た
連
中
、

と
も
か
く
そ
こ
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
い
奴

、

本
気
で
信
用
で
き
ね
え
や
つ
ら

、

生
意

気
な
口
を
き
き

、

ほ
ん
と
う
に
み
ん
な
ひ
ね
く
れ
た
野
郎
ど
も

、

決
し
て
ほ
ん
と
の
こ
と
を
教
え
な
い

（
た
と
え
ば
、
病
院
に
入
っ

て
い
る
親
類
に
つ
い
て
）、

有
無
を
言
わ
せ
ず
刑
務
所
へ
ほ
う
り
こ
む

、

ス
キ
さ
え
あ
り
ゃ
あ
、
い
つ
で
も
人
を
や
っ
つ
け
る

、

お
前

を
召
喚
す
る

、

み
ん
な
グ
ル
に
な
っ
て
や
が
る

、

人
を
な
ん
か
汚
な
い
も
の
の
よ
う
に
扱
う

、
連
中
な
の
だ）
。

ホ
ガ
ー
ト
が
描
い
た
労
働
者
階
級
の
中
産
階
級
に
対
す
る
敵
意
に
対
し
て
、
当
時
の
文
化
的
・
政
治
的
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
間
で
は
、

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
英
国
に
お
け
る
道
徳
的
価
値
や
政
治
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
激
し
い
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
。
大
量
に

発
行
さ
れ
て
い
る
大
衆
紙
は
、
大
衆
向
け
週
刊
誌
や
子
供
向
け
の
マ
ン
ガ
雑
誌
な
ど
と
同
様
に
、
宗
教
的
・
文
化
的
・
社
会
的
・
政

治
的
な
啓
蒙
手
段
と
し
て
の
活
字
の
役
割
を
崩
壊
さ
せ
て
お
り
、
新
た
に
参
政
権
を
与
え
ら
れ
た
労
働
者
階
級
の
人
々
に
対
し
て
、

議
会
政
治
で
十
分
な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
必
要
な
情
報
も
教
育
も
与
え
て
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に

対
し
て

B
B
C

は

…
…
も
し
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
真
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
教
養
〔
の
あ

る
人
々
に
よ
る
〕
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
放
送
は
地
理
的
障
害
を
排
除
し
、
階
級
の
区
別
を
な
く
し
、
貧
富

の
差
な
く
す
べ
て
の
人
々
に
対
す
る
奉
仕
に
そ
の
資
源
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
い
か
な
る
組
織
よ
り
も
教
養
に
基
づ
く
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
を
支
え
る
た
め
に
よ
り
多
く
の
こ
と
を
な
し
得
る

）
。

と
考
え
、
英
国
社
会
に
共
通
の
規
範
を
普
及
さ
せ
、
国
民
の
統

合
を
図
ろ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
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㈡

戦
間
期
に
お
け
る

B
B
C

の
番
組
に
み
る
文
化
統
治

一
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
三
年
の
間
に
ラ
ジ
オ
受
信
許
可
の
所
持
者
が
倍
増
し
、
一
九
三
五
年
に
は
全
人
口
の
九
八
％
が
な
ん
ら

か
の
形
で
ラ
ジ
オ
番
組
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
映
画
や
新
聞
や
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
と
同
様
に
、
ラ
ジ
オ
は
英
国
民
の
生

活
に
完
全
に
組
み
込
ま
れ
た

）
。
戦
間
期
の

B
B
C

の
番
組
制
作
の
特
徴
は
日
曜
日
の
番
組
に
表
れ
て
い
た
。
日
曜
日
の
放
送
は

リ

ー
ス
の
日
曜
日

（R
eith'

s
S
u
n
d
a
y

）
と
呼
ば
れ
る
特
別
な
も
の
で
あ
り
、
朝
晩
は
宗
教
番
組
で
占
め
ら
れ
、
朝
の
番
組
が
終
わ
る

と
、
二
時
間
ほ
ど
の
休
止
を
は
さ
ん
で
、
あ
と
は

ま
じ
め
な

講
話
と
音
楽
が
流
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
三
〇
年
代
に

お
け
る

B
B
C

の
番
組
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
音
楽
番
組
と
娯
楽
番
組
で
あ
り
、
一
九
三
五
年
に
は
音
楽
番
組
だ
け
で
全
番
組
の
七

〇
％
を
占
め
て
い
た

）
。
聴
取
者
は
よ
り
多
く
の
娯
楽
番
組
、
特
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
や
ボ
ー
ド
ビ
ル
番
組
を
求
め
て
い
た
。
リ
ー

ス
は
音
楽
と
娯
楽
が
放
送
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
た
が
、
彼
が
許
容
す
る
娯
楽
の
範
囲
は
極
め
て

狭
い
も
の
だ
っ
た
。
リ
ー
ス
流
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
と
言
え
ば
、
オ
ペ
レ
ッ
タ
か
軽
め
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
こ
と
で
あ
り
、
コ
メ

デ
ィ
は
、
政
治
や
政
治
家
、
聖
職
者
、
医
療
、
人
間
の
欠
点
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
人
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
あ
ら

ゆ
る
事
項
に
関
し
て
ジ
ョ
ー
ク
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
禁
止
事
項
が
満
載
で
あ
っ
た

）
。

人
間
の
生
み
出
し
た
知
識
、
人
間
の
努
力
の
成
果
の
う
ち
で
最
高
の
も
の
を
届
け
る

と
い
う
リ
ー
ス
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、

リ
ー
ス
の
日
曜
日

の
よ
う
な
番
組
編
成
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

B
B
C

が
ど
の
よ
う
に
し
て

共
通
の
国
民
文
化

を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
の
か
、
つ
ま
り
、

B
B
C

は
ど
の
よ
う
な
文
化
統
治
の
技
術
を
展
開
し
た
の
か
を

見
る
上
で
重
要
な
こ
と
は
、
大
衆
が

当
た
り
前

に
聴
い
て
い
る
普
通
の
番
組
や
、
リ
ー
ス
が

気
持
ち
の
良
い
こ
と
で
心
を
満

た
す
だ
け
で
時
間
の
無
駄
遣
い
に
過
ぎ
な
い

と
評
し
た
、
一
般
的
な
意
味
で
の
娯
楽
番
組
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
実
践
を
行
っ
た

か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
標
準
英
語
の
採
用
、
教
育
放
送
の
開
始
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
対
す
る
支
援
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
の
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質

の
維
持
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

1

標
準
英
語
の
採
用

国
に
よ
り
、
地
域
に
よ
り
、
そ
し
て
人
に
よ
っ
て
、
英
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
を
持
つ
が
、
言
語
学
者
は
、
英
語
の

標
準
的
発
音
の
こ
と
を

容
認
発
音

（R
eceiv

e
d
P
ro

n
u
n
ciatio

n:

R
P）
と
呼
び
、

標
準
英
語

（Sta
n
d
ard

E
n
glis

h:

S
E）

と
ほ
ぼ
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
元
々
は
一
九
世
紀
に
特
権
的
な
地
位
を
獲
得
し
て
い
た
人
々
が
多
か
っ
た
ロ
ン
ド
ン
の

ア
ク
セ
ン
ト
か
ら
派
生
し
て
き
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、

R
P

ま
た
は

S
E

を
話
す
人
は

教
養
あ
る
声

（cultu
re
d
v
oice

）
を
持

つ
人
と
さ
れ
て
い
る
。

R
P

は
ま
た

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
・
ア
ク
セ
ン
ト

（Pu
blic

S
c
h
o
ol

A
cce

nt

）
と
も
呼
ば
れ
て
い

る
。
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
、
イ
ー
ト
ン
、
ハ
ロ
ウ
、
ラ
グ
ビ
ー
な
ど
名
門
と
さ
れ
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
や
、
英
国
を
代
表
す

る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
及
び
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
両
大
学
も
ま
た

英
国
紳
士
の
標
準
的
な
声

の
ア
ク
セ
ン
ト
を
確
立
す
る
上
で
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

B
B
C

は
一
九
三
〇
年
代
に

R
P

を
標
準
化
さ
れ
た
発
音
と
し
て
採
用
し
、
そ
れ

が
現
在
、

B
B
C

英
語

（B
B
C
E
n
glis

h

）
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

B
B
C

に
と
っ
て
、
正
確
な
発
音
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
は
、
地
理
的
に
分
散
し
社
会
的
に
分
裂
し
て
い
る
大
衆
を
秩
序
化
す
る
上

で
効
果
的
な
手
段
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
英
国
人
で
あ
る
こ
と
と
は
正
し
い
英
語
を
話
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
標
準
英
語
は

教
養
あ
る
人
々
の
言
葉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
多
く
の

B
B
C

の
職
員
は
、
英
語
発
音
の
標
準
化
こ
そ
が
文
化
統

治
の
中
核
的
手
段
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ホ
ー
ル
（Stu

art
H
all

）
に
よ
れ
ば
、

B
B
C

が
直
面
し
て
い

た
基
本
的
な
課
題
と
は
、
多
く
の
地
域
的
な
声
（voices

）
│
│
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
じ
英
語
で
あ
る
│
│
を
、
ど
う
や
っ
て
自
ら

の
声
（Voice

）
と
一
致
さ
せ
る
か
で
あ
っ
た
。
一
つ
の
声
が
、
国
民
へ
は

標
準
の
声

（Sta
n
d
ard

V
oice

）
と
な
っ
て
戻
っ
て

い
く
か
ら
で
あ
っ
た

）
。
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リ
ー
ス
は
、
右
記
の

R
P

の
長
所
を
強
調
し
、

最
も
ひ
ど
い
母
音
の
発
音

を
正
す
に
当
た
っ
て

放
送
は
多
大
な
貢
献
を
な

し
得
る

と
考
え
、

番
組
紹
介
や
ニ
ュ
ー
ス
速
報
の
読
み
上
げ
な
ど
を
す
る
男
性
は
、
英
語
の
正
確
な
発
音
が
で
き
る
こ
と
を
条

件
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
主
張
し
た

）
。
そ
の
た
め
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
、
通
常
の
話
し
言
葉
の
訓
練
に
加
え
て
厳
し
い
予
備

試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
地
方
の
方
言
や
熟
語
を
使
わ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
同
様
に
、
放
送
で
の
討
論
に
参

加
す
る
人
は
、
適
切
な
発
音
能
力
と
礼
儀
正
し
さ
を
備
え
た
人
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

B
B
C

は
、
一
九
二
六
年
四
月
に
口
頭
英
語
諮
問
委
員
会
（A

d
visor

y
C
o
m
m
itte

e
o
n
S
p
o
k
e
n
E
n
glis

h

）
を
設
置
し
、
標
準

英
語
の
普
及
活
動
に
つ
い
て
の
助
言
を
求
め
た
。
こ
の
委
員
会
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
音
声
学
教
授
の

A
・
ロ
イ
ド
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ

（Llo
y
d
Ja

m
es

）
や
、
桂
冠
詩
人

）
の
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
リ
ッ
ジ
ス
（R

o
b
ert

B
rid

g
es

）、
劇
作
家
の
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ウ

（Ber
n
ard

S
h
o
w

）、
作
家
の
ラ
ド
ヤ
ー
ド
・
キ
ッ
プ
リ
ン
グ
（R

u
d
y
ard

K
iplin

g

）
と
い
っ
た
著
名
人
が
委
員
と
し
て
加
わ
っ
て

お
り
、
標
準
英
語
を
話
す
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
し
か
採
用
し
な
い

B
B
C

の
方
針
を
支
持
し
、
発
音
の
仕
方
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
言
葉

を
ど
う
発
音
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
た
。
す
べ
て
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
標
準
英
語
を
話
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

主
張
を
支
え
て
い
た
の
は
、
口
頭
英
語
は
、
ほ
お
っ
て
お
け
ば
互
い
に
理
解
で
き
な
い
方
言
へ
と
分
裂
し
て
い
っ
て
し
ま
い
、
そ
の

こ
と
が
社
会
統
合
に
と
っ
て
も
脅
威
と
な
る
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
り
、
放
送
に
よ
る
話
し
言
葉
の
普
及
は
、
こ
う
し
た
分
裂
を
阻

止
す
る
手
段
で
あ
る
と
と
も
に
、
標
準
化
さ
れ
た
国
民
を
形
成
す
る
た
め
の
処
方
箋
で
も
あ
っ
た
。
委
員
の
一
人
ロ
イ
ド
・
ジ
ェ
イ

ム
ズ
は
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は

教
育
を
受
け

そ
し
て
発
音
に
つ
い
て

高
い
レ
ベ
ル
の
明
瞭
さ
と
理
解
し
や
す
さ

を
維
持
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は

印
刷
機
や
活
字
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
わ
れ
わ
れ
の
書
き
言
葉
の
形

式
を
決
定
す
る
の
と
同
じ
く
ら
い
確
か
に
、
わ
れ
わ
れ
の
話
し
言
葉
の
将
来
の
姿
を
決
定
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
携
わ
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る

）

。
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2

教
育
放
送
の
開
始

B
B
C

が
設
立
当
初
か
ら
行
っ
て
い
た
文
化
統
治
の
活
動
は
、
自
己
規
制
や
倫
理
的
義
務
を
学
ば
せ
る
こ
と
で
教
養
あ
る
国
民
を

形
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
教
育
放
送
で
あ
る
。
一
九
二
二
年
の
末
、
架
空
の
叔
父
さ
ん
（U

n
cles

）・
叔
母
さ
ん
（A

u
nties

）

が
出
演
す
る
四
五
分
間
の
子
供
向
け
番
組

子
供
た
ち
の
時
間

（C
hildre

n'
s
H
o
u
r

）
が
複
数
の
地
方
局
で
始
ま
り
、
ま
も
な
く

全
国
放
送
と
な
っ
た
。
ラ
ジ
オ
向
け
に
特
別
に
書
か
れ
た
初
の
劇
は
子
供
向
け
放
送
用
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
電
波
に
乗
っ
た

最
初
の
物
語
で
も
あ
っ
た
。
他
に
も
子
供
向
け
の
番
組
が
放
送
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
娯
楽
で
は
な
く
む
し
ろ
教
育
を
目
的
と
し
て
い

た
。
一
九
二
四
年
四
月
に
は
全
国
で
学
校
放
送
（Sc

h
o
ol

B
ro
a
d
castin

g

）
が
開
始
さ
れ
、
ワ
ル
フ
ォ
ー
ド
・
デ
イ
ビ
ー
ズ

（Sir

W
alford

D
a
vies

）
に
よ
る
音
楽
の
授
業
が
行
わ
れ
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
な
る
と
学
校
放
送
は
よ
り
充
実
し
、
一
九
三
八
年
に
は

八
〇
〇
〇
以
上
の
学
校
で
聴
取
さ
れ
て
い
た

）
。

一
九
二
四
年
七
月
、

B
B
C

は
教
育
放
送
を
担
当
す
る
部
局
を
設
置
し
、
洗
練
さ
れ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
育
て
る
た
め
の
成
人
教

育
を
行
う
た
め
の
準
備
を
開
始
し
た
。
初
代
局
長
は
、
王
立
教
育
監
督
局
（His

M
ajesty'

s
In
sp

ectorate
for

E
d
u
catio

n

）
か
ら

出
向
し
た

J
・

C
・
ス
ト
ウ
バ
ー
ト
（Sto

b
art

）
で
あ
り
、
一
九
二
四
年
六
月
一
三
日
付
の

ラ
ジ
オ
・
タ
イ
ム
ズ

（R
a
dio

T

）

i
m
es

）
第
一
面
に
は

放
送
大
学

（A
B
ro
a
d
castin

g
U
niv

ersity

）
の
タ
イ
ト
ル
が
掲
げ
ら
れ
、
国
家
公
務
員
が
当
時
は
ま
だ

一
私
企
業
で
あ
っ
た

B
B
C

に
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
特
殊
性
と
重
要
性
を
強
調
し
、
政
府
が
放
送
の
持
つ
国
民
に
と
っ
て
の
重
要
性

を
理
解
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

一
九
二
四
年
八
月
、

B
B
C

は
中
央
教
育
諮
問
委
員
会
（Ce

ntral
E
d
u
catio

n
al

A
d
visor

y
C
o
m
m
itte

e

）
を
設
置
し
て
成
人
教

育
の
た
め
の
助
言
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
各
地
方
局
も
地
域
教
育
諮
問
委
員
会
（Local

E
d
u
catio

n
al

A
d
visor

y
C
o
m‑

m
ittee

）
を
設
置
し
て
、
地
方
政
府
の
地
域
教
育
庁
（Local

E
d
u
catio

n
A
uth

ority

）
と
の
連
携
を
図
っ
た
。
さ
ら
に

B
B
C

は
、

政
府
が
認
定
し
た
既
存
の
成
人
教
育
機
関
で
あ
る
英
国
成
人
教
育
協
会
（Britis

h
In
stitute

for
A
d
ult

E
d
u
catio

n

）
や
労
働
者
教
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育
協
会
（W

or
k
ers'

E
d
u
catio

n
al

A
ssociatio

n

）
と
の
協
力
を
推
し
進
め
た

）
。
一
九
二
四
年
一
〇
月
か
ら
は
初
の
成
人
教
育
放
送

が
始
ま
り
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ウ
や

H
・

G
・
ウ
ェ
ル
ズ
（W

ells

）
の
よ
う
な
著
名
人
も
含
む
多
数
の
講
師
に
よ
る
多
様
で
厳

粛
な
講
義
が
放
送
さ
れ
た
。
な
か
で
も
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ル
ト
ン
（Jo

h
n
H
ilto

n

）
は
、
社
会
的
敗
残
者
た
ち
に
と
っ
て
の
哲
学
者
の
友

人
と
し
て
非
常
に
愛
さ
れ
た
講
師
だ
っ
た
。
ま
た
、

C
・

H
・
ミ
ド
ル
ト
ン
（M

id
dleto

n

）
が
一
九
三
六
年
か
ら
講
師
を
務
め
た

番
組

今
週
の
園
芸

（T
h
e
W
e
e
k
in

th
e
G
ard

e
n

）
は
戦
時
中
も
継
続
さ
れ
、
彼
は
全
国
民
が
知
る
著
名
な
人
物
と
な
っ
た

）
。

3

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
対
す
る
支
援

B
B
C

の
番
組
の
中
で
、
音
楽
│
│
特
に
ダ
ン
ス
音
楽
│
│
は
当
初
か
ら
最
も
人
気
の
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、

B
B
C

の
経
営
陣
は
戦
前
も
戦
中
も
、
英
国
内
に
重
厚
な
音
楽
に
対
す
る
嗜
好
を
広
め
た
い
と
考
え
て
い
た
。
リ
ー
ス

は
、
ジ
ャ
ズ
を
除
け
ば
ダ
ン
ス
音
楽
を
流
す
こ
と
に
反
対
は
し
て
お
ら
ず
、
一
九
二
二
年
の

B
B
C

創
設
時
か
ら
放
送
さ
れ
た
が
、

当
初
は
夜
遅
い
時
間
に
配
置
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
軽
め
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
が
当
初
か
ら
番
組
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
一
九
二
三

年
一
〇
月
か
ら
始
ま
っ
た
屋
外
放
送
で
サ
ヴ
ォ
イ
・
ホ
テ
ル
・
オ
ル
フ
ィ
ア
ン
ズ
（T

h
e
S
a
v
o
y
H
otel

O
rp

h
e
a
n
s

）
と
ハ
バ
ナ
・

バ
ン
ド
（H

a
v
a
n
a
B
a
n
ds

）
が
人
気
を
博
し
た
が
、
や
が
て
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ホ
ー
ル
（H

e
n
r
y
H
all

）
と
彼
が
率
い
る

B
B
C

ダ
ン

ス
楽
団
（B

B
C
D
a
n
ce

O
rc
h
estra

）
が
国
民
的
な
人
気
を
得
た
。
彼
は
一
九
三
四
年
に
始
ま
っ
た

ヘ
ン
リ
ー
・
ホ
ー
ル
の
ゲ
ス

ト
と
過
ご
す
夜

（H
e
n
r
y
H
all'

s
G
u
est

N
ig

ht

）
に
出
演
し
、
彼
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の
挨
拶

や
あ
、
み
な
さ
ん
。
ヘ
ン
リ
ー
・

ホ
ー
ル
で
す
。
（H

ello
e
v
er
y
o
n
e,

this
is

H
e
n
r
y
H
all

sp
e
a
kin

g

）
は
ラ
ジ
オ
・
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
は
し
り
と
な
り
、
ま
た

彼
の
テ
ー
マ
ソ
ン
グ

明
日
に
乾
杯

（H
ere'

s
to

th
e
N
e
xt

T
i
m
e

）
は
ヒ
ッ
ト
曲
と
な
っ
た

）
。

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
と
重
厚
な
現
代
音
楽
に
つ
い
て
の
知
識
と
関
心
を
広
め
よ
う
と
い
う

B
B
C

の
努
力
は
世
界
中
か
ら
賞
賛
を
受

け
て
き
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
既
に
い
く
つ
か
の
特
筆
す
べ
き
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
九
二
三
年
六
月
に
は
交
響
楽
の
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演
奏
会
が
初
め
て
放
送
さ
れ
、
続
い
て
一
九
二
七
年
八
月
に
は
初
の

B
B
C

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
・
コ
ン
サ
ー
ト

）
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の

コ
ン
サ
ー
ト
（
プ
ロ
ム
ス
／P

ro
m
s

）
は
一
八
九
五
年
に
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ッ
ド

（Sir
H
e
n
r
y

W
o
o
d

）
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
が
、

B
B
C

が
財
政
上
の
救
世
主
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
二
〇
世
紀
の
英
国
音
楽
界
に
お
い
て
最
も
意
義
が
あ
る
事
業

で
あ
り
、
そ
の
後
、
同
コ
ン
サ
ー
ト
は
発
展
に
次
ぐ
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た

）
。

B
B
C

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
・
コ
ン
サ
ー
ト
の
主
催
と
並
ん
で
重
要
な
こ
と
は
、

B
B
C

交
響
楽
団
（B

B
C
S
y
m
p
h
o
n
y
O
rc
h
estra

）

の
創
設
で
あ
る
。
同
楽
団
の
演
奏
は
、
一
九
三
〇
年
一
〇
月
に
ア
ド
リ
ア
ン
・
ボ
ル
ト
博
士
（D

r
A
dria

n
B
o
ult

）
の
指
揮
で
初
め

て
放
送
さ
れ
た
。
ボ
ル
ト
は

B
B
C

音
楽
局
長
で
も
あ
り
、
英
国
音
楽
界
に
多
大
な
貢
献
を
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る

）
。

こ
の
よ
う
に
、

B
B
C

は
創
設
後
す
ぐ
に
音
楽
界
に
対
す
る
主
要
な
支
援
者
と
な
っ
た
が
、
そ
の
貢
献
に
は
新
し
い
音
楽
の
創
造

も
含
ま
れ
て
い
た
。
一
九
三
二
年
に

B
B
C

の
委
託
に
よ
っ
て
エ
ド
ワ
ー
ド
・
エ
ル
ガ
ー

（Sir
E
d
w
ard

Elg
ar

）
が

交
響
曲

第
三
番

を
作
曲
し
た
こ
と
は
、

デ
イ
リ
ー
・
テ
レ
グ
ラ
フ

（

）
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

B
B
C

を

交
響
楽

の
目
次
に
永
遠
に
記
さ
れ
る
べ
き
最
初
の
組
織

に
し
た
と
評
価
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

B
B
C

に
よ
っ
て
別
の
交
響
楽
団
が
創
設
さ

れ
、
オ
ペ
ラ
の
創
作
と
上
演
が
委
託
さ
れ
、
音
楽
理
論
に
関
す
る
ト
ー
ク
番
組
の
シ
リ
ー
ズ
が
い
く
つ
か
制
作
さ
れ
た
。
す
べ
て
は
、

音
楽
教
育
の
た
め
の
壮
大
な
計
画
に
沿
っ
て
行
わ
れ
た
活
動
で
あ
っ
た

）
。

4

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
の

質

の
維
持

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
は
、
最
も
多
く
の
聴
取
者
を
引
き
付
け
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
多
く
の
点
で
、
一
九
世
紀
の
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ホ

ー
ル
の
二
〇
世
紀
版
で
あ
っ
た
。

B
B
C

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
局
（B

B
C
V
ariety

）
の
創
設
者
で
あ
る
エ
リ
ッ
ク
・
マ
ス
ク
ビ
ッ
ツ

（Eric
M
asc

h
w
itz

）
は
、

バ
ラ
ラ
イ
カ

（

）
の
よ
う
な
彼
自
身
の
音
楽
シ
ョ
ー
を
創
作
し
た
作
家
で
も
あ
り
、
一
九
三

三
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ホ
ー
ル
（St

G
e
or
g
e'
s
H
all

）
に
あ
る
新
し
い

B
B
C

劇
場
か
ら
多
く
の
番
組
を
電
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波
に
乗
せ
て
送
り
出
し
た
。
初
期
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
と
し
て
は
、

シ
ョ
ー
か
ら
歌
を

（

）
や

ケ
ン

タ
ッ
キ
ー
・
ミ
ン
ス
ト
レ
ル

（

）
が
あ
っ
た
が
、
一
九
三
〇
年
代
末
に
多
く
の
ラ
ジ
オ
・
ス
タ
ー
、
役

者
、
作
家
を
生
み
出
し
た
伝
説
の
番
組
と
し
て
は
、
ハ
リ
ー
・

S
・
ペ
ッ
パ
ー
（H

arr
y
S.

P
e
p
p
er

）
が
制
作
し
た

月
曜
の
夜
八

時

（

）、
ア
ー
サ
ー
・
ア
ス
キ
ー
（A

rth
u
r
A
s
k
e
y

）
と
リ
チ
ャ
ー
ド
・
マ
ー
ド
ッ
ク
（Ric

h
ard

M
u
r‑

d
oc

h

）
に
よ
る
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
メ
デ
ィ
ー
の

バ
ン
ド
・
ワ
ゴ
ン

（

）、
ト
ミ
ー
・
ハ
ン
ド
レ
イ

（To
m
m
y
H
a
n
dle

y
）
主
演
の

そ
の
男
、
も
う
一
度

（

:
I
T
M
A

）
が
挙
げ
ら
れ
る

）
。

こ
れ
ら
の
人
気
番
組
に
対
し
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
放
送
可
能
な
ジ
ョ
ー
ク
に
つ
い
て
の
制
限
が
課
さ
れ
た
。
使
っ
て
も
よ
い

題
材
、
使
え
な
い
題
材
を
記
し
た
手
引
書
が
役
者
と
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
渡
さ
れ
た
。
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、
宗
教
、
不
信
心
、
め
め

し
さ
、
人
の
欠
点
に
つ
い
て
の
ジ
ョ
ー
ク
は
使
用
で
き
ず
、
人
種
差
別
を
思
わ
せ
る
言
葉
も
禁
止
さ
れ
た
。
一
九
三
五
年
一
月
、

B

B
C

は
ニ
ュ
ー
ス
速
報
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
に
お
け
る
過
失
を
謝
罪
し
た
│
│

B
B
C

は
、
ミ
ュ
ー
ジ

ッ
ク
・
ホ
ー
ル
（

）
の
中
で
あ
る
非
常
に
不
快
な
掛
け
合
い
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
聴
取
者
に
謝
罪
し
ま
す
。

そ
の
掛
け
合
い
は
、

B
B
C

の
慣
行
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
行
為
規
範
に
抵
触
し
て
い
ま
す
。

問
題
と
な
っ
た
の
は
、
ク
ラ
パ
ム

（Cla
p
h
a
m

）
と
ド
ワ
イ
ヤ
ー
（D

w
y
er

）
と
い
う
二
人
の
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
次
の
や
り
と
り
だ
っ
た
│
│

シ

ャ
ン
パ
ン
の
コ
ル
ク
と
赤
ん
坊
の
違
い
は
?

シ
ャ
ン
パ
ン
の
コ
ル
ク
は
お
尻
に
製
造
者
の
名
前
が
書
い
て
あ
る
。

今
日
で
あ
れ

ば
他
愛
の
な
い
内
容
で
も
、
一
九
三
〇
年
代
の
半
ば
で
は
、
こ
の
二
人
の
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
に
五
カ
月
の
出
演
停
止
を
課
す
に
は
十
分

な
ほ
ど
物
議
を
醸
す
内
容
だ
っ
た
。
一
九
三
九
年
、

B
B
C

の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
局
長
ジ
ョ
ン
・
ワ
ッ
ト
（Jo

h
n

W
att

）
は
次
の
よ

う
に
述
べ
た
。

世
界
に
は
六
つ
し
か
ジ
ョ
ー
ク
が
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
我
々
は
そ
の
う
ち
の
三
つ
し
か
放
送
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
を
断
言
す
る

）
。
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お
わ
り
に

日
本
で
は
、

公
共
放
送

や

公
共
の
電
波

と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
、
放
送
が
公
共
的
な
役
割
を
担
う
こ
と

は

当
た
り
前

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
放
送
が
担
う
べ
き

公
共
性

が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
明

確
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
示
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
同
様
に
英
国
に
お
け
る

公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送

が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ

い
て
も
、
リ
ー
ス
の
日
記
、
特
許
状
や
協
定
書
、

B
B
C

が
発
表
し
た
文
書
等
に
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
こ
と

か
ら
議
論
を
始
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
川
克
之
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も

B
B
C

が
各
種
の
文
書

等
で
掲
げ
て
き
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
の
理
念
に
は

あ
と
づ
け
的
な
要
素

が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

）
。
言
い
換
え
れ
ば
、

B
B
C

自
身
が
公
共
性
と
は
何
か
を
考
え
、
そ
の
考
え
を
具
体
的
な
活
動
で
形
に
表
す
こ
と
で
、
正
当
性
を
獲
得
し
て
き
た
の
で
あ

る
。

B
B
C

の
公
共
性
が
リ
ー
ス
と
い
う
極
め
て
個
性
的
な
人
物
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
面
が
大
き
い
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
そ
の
公

共
性
が
実
際
に
目
に
見
え
る
形
に
な
る
に
は
、
番
組
を
制
作
す
る

B
B
C

の
職
員
、
そ
の
番
組
へ
の
出
演
者
、
そ
の
番
組
を
聴
い
て

い
た
大
衆
、
そ
し
て

B
B
C

が
受
信
許
可
料
に
基
づ
く
独
占
放
送
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
政
府
が
そ
の
理
念
を
受
け
入
れ

る
必
要
が
あ
っ
た
。

B
B
C

は
、
一
私
企
業
の
時
代
か
ら
、
英
国
の
大
衆
の
発
音
を
標
準
化
し
よ
う
と
し
、
教
養
あ
る
国
民
を
作
り

出
そ
う
と
し
て
教
育
放
送
を
開
始
し
、
英
国
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
支
え
、
自
主
的
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
で
の
ジ
ョ
ー
ク
を
こ
と

細
か
に
規
制
し
た
。
戦
争
中
で
も
園
芸
番
組
を
継
続
す
る
な
ど
、

B
B
C

が
活
動
で
示
し
て
き
た
共
通
の
国
民
文
化
の
創
造
に
向
け

た
強
烈
な
自
負
心
は
、
公
共
放
送
を
制
度
面
か
ら
だ
け
見
て
い
た
の
で
は
十
分
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

本
稿
の
作
業
で
は
、

B
B
C

が
掲
げ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
の
理
念
を

文
化
統
治

と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
直
す
必
要
性
を
指

摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
今
後
は
、
当
時
の

B
B
C

の
各
番
組
が
ど
の
よ
う
に
し
て
制
作
さ
れ
て
い
た
の
か
や
、
各
番
組
の
内
容
、
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そ
し
て
大
衆
が
そ
れ
ら
の
番
組
を
ど
の
よ
う
に
聴
い
て
い
た
の
か
（
あ
る
い
は
、
聴
い
て
い
な
か
っ
た
の
か
）
を
具
体
的
に
検
証
し
て

い
く
こ
と
が
課
題
と
な
ろ
う
。

（
1
）R

alp
h
N
e
g
rin

e,
,

S
eco

n
d
e
ditio

n,
R
o
utle

d
g
e,
19
9
4,

p.8
2.

参
照
。

（
2
）P.

E
c
k
ersle

y,
C
a
p
e,
1
94
1,

p.1
8.

参
照
。

（
3
）

,
H
M
S
O,

C
m
n
d.6
7
5
3,

19
77,

p.9.

（
4
）J.

C.
W.

R
eith,

,
H
o
d
d
er&

Sto
u
g
hto

n,
1
92
4,

p.34.

（
5
）

例
え
ば
、
英
国
の
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
者
ジ
ー
ン
・
シ
ー
ト
ン
（Je

a
n
S
eato

n

）
は
、

も
し
最
初
の
支
配
人
が
高
級
官
僚
や
銀
行

家
や
、
あ
る
い
は
ブ
ル
ー
ム
ズ
バ
リ
ー
（Blo
o
m
sb

u
r
y

）
の
知
識
人
だ
っ
た
ら
、

B
B
Cは
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
?

今

日
で
は
当
た
り
前
の
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
放
送
の
特
徴
の
多
く
が
間
違
い
な
く
消
滅
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
初
め
の
頃
の

B
B
Cに
お
け

る
リ
ー
ス
の
支
配
は
、
巨
大
で
全
体
主
義
的
で
専
制
主
義
的
で
あ
り
、
何
十
年
も
の
間
、

B
B
Cの
伝
統
は
彼
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
か

ら
導
き
出
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
。
英
国
放
送
会
社
は
一
つ
の
企
業
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
リ
ー
ス
は
そ
れ
を
十
字
軍
に

変
え
た
の
で
あ
る
。

と
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。Jea

n
S
e
ato

n,
R
eith

a
n
d
th

e
d
e
nial

of
p
olitics',

in

Ja
m
es

C
u
rra

n
a
n
d
Je
a
n
S
e
ato

n(
e
ds.),

,
R
o
utle

d
g
e,
19
9
7,

p.1
12.

こ
の
他
、
リ
ー
ス
の
放
送
観
や
そ
の
舵
取
り
に
つ
い
て
は
、
ア
ナ
ン

公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
│
英
国
に

お
け
る
論
争

（
石
川
旺
訳
、

放
送
学
研
究

第
三
九
号
、
一
九
八
九
年
、

N
H
K放
送
文
化
研
究
所
）
及
び
、
黒
田
勇

英
国
に
お
け

る
公
共
放
送
シ
ス
テ
ム
の
理
念

（

神
戸
女
子
大
学
紀
要

二
四

L巻
、
文
学
部
篇
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
）

本
稿
で
用
い
る

教
養
あ
る
国
民

と

文
化
統
治

と
い
う
言
葉
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
ベ
イ
リ
ー
（M

ic
h
a
el

B
aile

y

）
が
論
文

の
中
で
用
い
て
い
るe

d
u
cate

d
citize

n
s
hip

とc
ultu

ral
g
o
v
er
n
a
n
ce

と
い
う
概
念
に
沿
っ
て
用
い
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
二
〇

世
紀
初
頭
に
新
た
に
政
治
的
権
利
を
得
た
労
働
者
階
級
（
大
衆
）
を
、
そ
の
権
利
を
責
任
あ
る
態
度
で
国
益
に
沿
う
形
で
行
使
す
る

国

民

へ
と
教
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
、
当
時
の
政
治
的
・
文
化
的
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
問
題
意
識
を
反
映
し
た
概
念
で
あ
る
。

M
ic
h
a
el

B
aile

y,
R
ethin

kin
g

P
u
blic

S
ervice

B
ro
a
d
castin

g:
T
h
e

H
istorical

Li
m
its

to
P
u
blic

n
ess',

in
R
ic
h
ard

B
uts

h(
e
d.),

,
P
alg

ra
v
e
M
ac

m
illa

n,
2
0
0
7.
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（
7
）

M
ic
h
a
el

B
aile

y,
o
p.

cit.,
p.9
6.

参
照
。

（
8
）

B
B
C
や
当
時
の
独
立
放
送
庁
（In

d
e
p
e
n
d
e
nt

B
ro
a
d
castin

g
A
uth

ority:
I
B
A

）
な
ど
が
出
資
し
て
い
る

放
送
調
査
機

構

（Bro
a
d
castin

g
R
esearc

h
U
nit:

B
R
U

）
は
、
主
要
な
放
送
事
業
者
や
政
治
家
の
考
え
を
調
査
し
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
の
存

立
根
拠
と
な
る
八
つ
の
原
則
を
示
し
て
い
る
。Bro

a
d
castin

g
R
ese

arc
h
U
nit,

‑

,
19
8
5.

①
地
理
的
普
遍
性
‥
放
送
番
組
は
、
遠
隔
地
で
あ
ろ
う
と
、
電
波
が
届
き
に
く
い
場
所
で
あ
ろ
う
と
、
全
て
の
人
々
に
と
っ
て
視
聴
可
能

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

②
魅
力
の
普
遍
性
‥
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
は
、
様
々
な
趣
味
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
番
組
を
放
送
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

③
支
払
の
普
遍
性
‥
少
な
く
と
も
一
つ
の
主
要
な
放
送
組
織
は
、
テ
レ
ビ
を
利
用
す
る
全
て
の
人
々
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
受
信
許
可
料

あ
る
い
は
税
金
に
よ
っ
て
財
政
を
賄
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

④
あ
る
制
度
機
構
が
、
放
送
事
業
者
を
時
の
政
府
か
ら
与
え
ら
れ
る
商
業
上
・
政
治
上
の
利
益
か
ら
遠
ざ
け
、
彼
ら
の
活
動
へ
侵
入
す
る

こ
と
を
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
を
行
う
事
業
者
は
、
国
民
的
関
心
・
利
益
・
文
化
を
反
映
す
べ
き
で
あ
る
。
政
治
的
出
来
事
、
国
家
的
イ
ベ
ン
ト
、

ス
ポ
ー
ツ
・
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
規
模
・
関
心
に
お
い
て
間
違
い
な
く
国
民
的
と
い
え
る
も
の
を
テ
レ
ビ
放
送
す
る
義
務
が
あ
る
。

⑥
国
民
的
関
心
の
重
視
は
、
少
数
派
の
関
心
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

⑦
放
送
界
は
、
視
聴
者
を
求
め
て
の
競
争
で
は
な
く
、
質
の
高
い
番
組
を
制
作
す
る
た
め
の
競
争
を
促
進
す
る
よ
う
な
や
り
方
で
組
織
化

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

⑧
放
送
事
業
者
の
た
め
の
公
共
放
送
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
番
組
制
作
者
を
規
制
す
る
の
で
は
な
く
、
解
放
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
英
国
に
お
け
る

公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送

の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
文
献
を
参
照
。
門
奈
直
樹

放
送
の

公

平

公
正

を
考
え
る
五

メ
デ
ィ
ア
の
公
共
性
と
テ
レ
ビ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
質

（

放
送
レ
ポ
ー
ト

第
一
三
二
号
、
一
九
九
五

年
一
月
）、

B
R
U編

イ
ギ
リ
ス
の
放
送
に
お
け
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
理
念
│
基
本
原
理
│

前
田
満
寿
美
訳
（

放
送
学
研
究

第
三

九
号
、
一
九
八
九
年
）、
黒
田
勇

英
国
に
お
け
る
公
共
放
送
シ
ス
テ
ム
の
理
念

（

神
戸
女
子
大
学
紀
要

二
四

L巻
（
文
学
部
篇
）、

一
九
九
〇
年
一
一
月
）。
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（
9
）J.

C.
W.

R
eith,

,
H
o
d
d
er&

Sto
u
g
hto

n,
1
94
9,

p.9
9.

な
お
、
リ
ー
ス
は
、
も
し
独
占
の
蛮
力
が
な
け
れ
ば

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
異
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

B
B
Cは
安
全
運
転
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
明
ら
か

に
大
衆
的
な
方
向
へ
進
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
顧
客
の
数
を
数
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
人
気
投
票
に
身
を
委
ね
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
。〝
か
も
し
れ
な
い

が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
（
一
〇
〇
頁
）
と
同
書
の
中
で
述
べ
て
い
る
。

（
10
）P

a
d
d
y
S
ca

n
n
ell

a
n
d
D
a
vid

C
ardiff,

,
V
ol.1,

B
asil

Blac
k
w
ell,

199
1,

p.7.

（
11
）P

eter
G
oldin

g,
,

L
o
n
g
m
a
n,
1
97
4,

p
p.3
4
3
5.

（
12
）

B
B
Cに
対
す
る
一
九
二
六
年
の
勅
許
状
、
ミ
ル
ト
ン
・
ケ
イ
ン
ズ
の
よ
う
な
新
し
い
街
の
勅
許
状
、
ク
ワ
ン
ゴ
ウQ

U
A
N
G
O
s

(
Q
u
asi

A
uto

n
o
m
o
u
s
N
o
n

G
o
v
er
n
m
e
nt

O
r
g
a
nisatio

n
s

）
と
呼
ば
れ
る
公
共
企
業
体
の
創
設
は
、
君
主
の
名
前
で
勅
許
状
が

与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
梅
川
正
美

イ
ギ
リ
ス
政
治
の
構
造
│
伝
統
と
変
容
│

成
文
堂
、
一
九
九
八
年
、
一
一
四
頁

参
照
。

（
13
）

例
え
ば
、
次
の
文
献
を
参
照
。
簑
葉
信
弘

B
B
Cイ
ギ
リ
ス
放
送
協
会

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
サ
ー
ビ
ス
の
伝
統

東
信
堂
、
二
〇
〇

二
年
、
坂
本
勝
編
著

B
B
Cの
挑
戦

N
H
K出
版
、
一
九
九
五
年
、
大
蔵
雄
之
助

こ
ち
ら
ロ
ン
ド
ン

B
B
C

B
B
C日
本
語
部

の
歩
み

サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
飯
塚
浩
一

戦
間
期
の
英
国
社
会
に
お
け
る

放
送

の
成
立
│
一
九
二
二
～
一
九
二
六

年
に
お
け
る

B
B
Cの
変
容
│

（

メ
デ
ィ
ア
史
研
究

第
一
三
号
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
）。
こ
の
他
、
部
分
的
に
英
国
の
メ
デ
ィ
ア

史
を
取
り
上
げ
た
論
文
に
お
い
て
基
本
的
な
事
実
に
触
れ
て
い
る
文
献
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
総
力
戦
が
生
ん
だ
福
祉
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
産
物
の
例
と
し
て

B
B
Cを
取
り
上
げ
た
、
佐
藤
卓
巳

現
代
メ
デ
ィ
ア
史

岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
一
五
二
│
一
五
八
頁
が

あ
る
。
な
お
、
英
国
の
研
究
者
の
文
献
と
し
て
は
、A

sa
B
rig

g
s,

‑

,
O
xford

U
niv

ersity
P
ress,

19
9
5;

A
sa

B
rig

g
s,

,
O
xford

U
niv

ersity
P
ress,

19
95;

A
sa

B
rig

g
s,

,
O
xford

U
niv

ersity
P
ress,

1
9
85;

A
n
dre

w
C
risell,

‑

,
S
eco

n
d
e
ditio

n,
R
o
utle

d
g
e,
20
0
5.

を
参
照
。

（
14
）

B
B
Cに
よ
る

国
王
の
声

の
放
送
に
焦
点
を
当
て
て
、
国
民
統
合
の
機
能
を
考
察
し
た
研
究
と
し
て
、
飯
塚
浩
一

英
国
に
お

英国における文化統治の手段としての公共サービス放送の形成

103



け
る
〈
社
会
制
度
〉
と
し
て
の

B
B
Cの
成
立

（

東
海
大
学
紀
要
文
学
部

第
八
八
輯
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
が
あ
る
。

（
15
）J.

C.
W.

R
eith,

,
p.34.

（
16
）P

a
d
d
y
S
ca

n
n
ell

a
n
d
D
a
vid

C
ardiff,

o
p.

cit.,
p.8.

（
17
）

M
ic
h
a
el

B
aile

y,
o
p.

cit.,
p.1
0
6.

参
照
。

（
18
）

松
浦
京
子

社
会
の
規
範
│
リ
ス
ペ
ク
タ
ブ
ル
で
あ
る
た
め
に
│

（
井
野
瀬
久
美
恵
編

イ
ギ
リ
ス
文
化
史
入
門

昭
和
堂
、
一

九
九
四
年
）、
一
三
六
│
一
三
八
頁
参
照
。

（
19
）

松
浦
、
前
掲
書
、
一
四
四
│
一
四
五
頁
参
照
。

（
20
）

桂
山
康
司

文
化
（C

ultu
re

）
に
つ
い
て

（
小
泉
博
一
・
飯
田
操
・
桂
山
康
司
編

イ
ギ
リ
ス
文
化
を
学
ぶ
人
の
た
め
に

世

界
思
想
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
一
八
頁
。

（
21
）

梅
川
正
美

イ
ギ
リ
ス
政
治
の
構
造
│
伝
統
と
変
容
│

成
文
堂
、
一
九
九
八
年
、
一
五
五
│
一
五
六
頁
参
照
。

（
22
）J.

C.
W.

R
eith,

o
p.

cit.,
p.2
1
7.

（
23
）Ibid.,

p.1
7.

（
24
）Ibid.,

p.1
7.

（
25
）Ibid.,

p.3
4.

（
26
）Ibid.,

p.3
4.

（
27
）

村
岡
健
次
・
川
北
稔
編
著

イ
ギ
リ
ス
近
代
史
│
宗
教
改
革
か
ら
現
代
ま
で
│

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
六
年
、
二
五
四
頁
参

照
。

（
28
）

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ホ
ガ
ー
ト

読
み
書
き
能
力
の
効
用

香
内
三
郎
訳
、
晶
文
全
書
、
一
九
七
四
年
、
六
四
頁
。

（
29
）B

B
C,

,
B
B
C,
1
93
2,

p.3
9.

（
30
）D.
L.

L
e
M
a
hie

u,
B
ritis

h
B
ro
a
d
castin

g
C
orp

oratio
n(

B
B
C)',

in
F.

M.
L
e
v
e
nth

al(
e
d.),

,
G
arla

n
d
P
u
blis

hin
g,
19
9
5,

p
p.1
01

1
0
2.

参
照
。

（
31
）P

a
d
d
y
S
ca

n
n
ell

a
n
d
D
a
vid

C
ardiff,

o
p.

cit.,
p.2
1.

参
照
。

（
32
）K

e
vin

W
illia

m
s,

,
A
r
n
old,

199
8,
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p
p.10

4
1
0
5.

参
照
。

（
33
）Stu

art
H
all,

P
o
p
ular

C
ultu

re
a
n
d
th

e
State',

in
T
o
n
y
B
e
n
n
ett

et
al.(

e
ds.),

‑

,
O
p
e
n
U
niv

ersity
P
ress,

p
p.2
2
4
9.

参
照
。

（
34
）J.

C.
W.

R
eith,

o
p.

cit.,
p.1
6
1.

（
35
）P

o
et

L
a
u
re
ate

。
詩
人
の
称
号
。
王
室
の
文
官
と
し
て
任
命
さ
れ
、
戴
冠
式
な
ど
の
国
家
行
事
に
詩
を
作
成
す
る
。

（
36
）A.

Llo
y
d
Ja

m
es,

,
K
e
g
a
n
P
a
ul&

T
re

n
c
h
T
r
u
b
n
er,

1
93
5,

p.2
7.

（
37
）Jo

h
n
C
ain,

,
B
B
C,
1
9
9
2,

p.2
4.

参
照
。

（
38
）

B
B
Cの
設
立
当
初
、
新
聞
社
は
ラ
ジ
オ
に
人
気
が
出
て
新
聞
の
売
り
上
げ
に
影
響
が
出
る
の
を
恐
れ
て
、

B
B
Cの
番
組
表
を
新

聞
に
掲
載
す
る
の
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
リ
ー
ス
は

B
B
C独
自
の
週
刊
誌
と
し
て
、
一
九
二
三
年
九
月
二
八
日
に

ラ
ジ
オ
・
タ
イ
ム

ズ

（

）
を
創
刊
し
、
番
組
の
紹
介
を
掲
載
し
た
。

（
39
）

M
ic
h
a
el

B
aile

y,
o
p.

cit.,
p
p.10

3
1
0
4.

参
照
。

（
40
）Jo

h
n
C
ain,

o
p.

cit.,
p
p.2
4
2
5.
参
照
。

（
41
）Ibid.,

p.2
6.

参
照
。

（
42
）

毎
年
夏
に
ロ
ン
ド
ン
の
ア
ル
バ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
る

B
B
C主
催
の
音
楽
会
の
こ
と
。
当
時
は
ク
イ
ー
ン
ズ
・
ホ
ー
ル
で

開
催
さ
れ
て
い
た
。

（
43
）Jo

h
n
C
ain,

o
p.

cit.,
p
p.2
6.

参
照
。

（
44
）Ibid.,

p.2
7.

参
照
。

（
45
）Ibid.,
p.2
7.

参
照
。

（
46
）Ibid.,

p.2
8.

参
照
。

（
47
）Ibid.,

p.2
9.

参
照
。

（
48
）

西
川
克
之

B
B
C

公
共
的
価
値
の
構
築

の
レ
ト
リ
ッ
ク

（

国
際
広
報
メ
デ
ィ
ア
ジ
ャ
ー
ナ
ル

N
o．

4
、
二
〇
〇
六
年
、

北
海
道
大
学
大
学
院
国
際
広
報
メ
デ
ィ
ア
研
究
科
）。
な
お
、

B
B
Cは
二
〇
〇
四
年
六
月
に

公
共
的
価
値
の
構
築
‥
デ
ジ
タ
ル
世
界

に
向
け
た

B
B
C
の
再
生

（

）
を
発
表
し
、
デ
ジ
タ
ル
時
代
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に
お
け
る

B
B
Cの
役
割
に
つ
い
て
提
案
を
行
っ
て
い
る
が
、
西
川
に
よ
れ
ば
、
同
文
書
に
は
、

B
B
Cの
公
共
性
の
根
幹
に
通
じ
る
価

値
で
あ
る

民
主
的
価
値

、

文
化
的
・
創
造
的
価
値

、

教
育
的
価
値

、

社
会
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
的
価
値

の
創
造
が
謳
わ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
今
日
に
お
い
て
も
、
リ
ー
ス
が
唱
え
、

B
B
Cが
実
践
し
、
英
国
社
会
が
受
け
入
れ
た

公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送

の
理

念
は
、
時
代
に
応
じ
て
そ
の
姿
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
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