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英国テレビドラマ「イーストエンダーズ」の制作にみる 「大衆性」と「公共サービス放送」の理念

英
国
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」の
制
作
に
み
る

「
大
衆
性
」
と
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
理
念

飯　
　

塚　
　

浩　
　

一

は
じ
め
に

一　
「
複
占
」
の
終
焉
と
「
競
争
と
選
択
」
の
時
代
の
始
ま
り

二　

サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
と
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

三　
「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
の
「
大
衆
性
」
と
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
理
念

　

㈠　

な
ぜ
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
だ
っ
た
の
か
？

　

㈡　
「
大
衆
性
」
と
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
理
念

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

一
九
五
五
年
九
月
に
民
間
放
送
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
、
英
国
の
テ
レ
ビ
放
送
は
英
国
放
送
協
会
（British Broadcasting 

Corporation

：
以
下
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
）
が
独
占
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
民
間
放
送
（Independent T

elevision

：
以
下
、
Ｉ
Ｔ
Ｖ
）
の
経
営
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が
安
定
し
て
以
降
も
、
ア
ナ
ン
委
員
会
（T

he A
nnan Com

m
ittee

））
1
（

が
「
複
占
」（duopoly

）
と
呼
ん
だ
放
送
界
の
秩
序
は
、
少

な
く
と
も
番
組
制
作
者
に
対
し
て
は
「
競
争
と
選
択
」（com

petition and choice

）
と
い
う
状
況
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
（
２
）。

「
複
占
」
状
況
の
下
で
は
、
受
信
許
可
料
収
入
を
財
政
基
盤
と
す
る
Ｂ
Ｂ
Ｃ
と
、
広
告
収
入
を
財
政
基
盤
と
す
る
Ｉ
Ｔ
Ｖ
は
、
そ
れ

ぞ
れ
別
個
の
財
源
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
最
大
多
数
の
視
聴
者
を
追
い
求
め
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
〈
で
き
る
限
り

多
く
の
視
聴
者
を
喜
ば
せ
る
た
め
の
公
分
母
と
な
る
番
組
〉
を
制
作
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
両
者
と
も
収
入
源
に
対
す

る
直
接
的
な
挑
戦
を
受
け
る
恐
れ
な
し
に
独
自
の
番
組
を
制
作
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
よ
っ
て
、
競
争
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は

番
組
内
容
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
商
業
的
な
意
味
で
の
競
争
で
は
な
か
っ
た
。

　

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
（M

argaret T
hatcher

）
政
権
が
登
場
す
る
以
前
は
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
圧
力
と
い
え
ば
、

番
組
制
作
コ
ス
ト
の
上
昇
で
あ
り
、
衛
星
放
送
や
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
と
い
う
新
し
い
技
術
の
登
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一

九
七
九
年
に
サ
ッ
チ
ャ
ー
率
い
る
保
守
党
が
選
挙
で
勝
利
し
た
こ
と
は
、
放
送
界
が
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
き
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基

盤
に
対
し
て
挑
戦
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
新
政
府
は
自
由
市
場
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
拠
り
所
と
し
て
お
り
、
英

国
放
送
界
が
基
盤
と
し
て
き
た
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」（Public Service Broadcasting

）
の
理
念
と
衝
突
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
い
う
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
理
念
と
は
、
ジ
ョ
ン
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ォ
ル
サ
ム
・
リ
ー
ス
（John Charles 

W
alsham

 Reith

） 

と
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
ま
で
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
自
ら
の
存
在
を
正
当
化
す
る
た
め
の
拠
り
ど
こ
ろ
と

し
て
い
る
理
念
で
あ
り
、
①
公
共
の
義
務
を
果
た
す
、
②
す
べ
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
基
本
的
な
考
え
方
は
今
日
に
お
い
て
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
役
割
を
果
た
す
た
め
に
必
要
な
措
置
と

し
て
、
受
信
許
可
料
に
よ
る
財
源
の
保
障
と
放
送
の
独
占
が
正
当
化
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る）3
（

。

　

一
九
七
九
年
以
降
、
合
意
を
拒
否
し
「
競
争
と
選
択
」
を
促
進
す
る
首
相
に
率
い
ら
れ
た
保
守
党
政
権
の
下
で
、
規
制
緩
和
と
民
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営
化
が
英
国
放
送
界
の
砦
を
崩
し
始
め
、
結
果
的
に
放
送
界
の
様
相
を
根
本
的
に
変
化
さ
せ
た）（
（

。
自
由
至
上
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
基
づ
く
政
策
が
政
府
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
自
由
競
争
原
理
が
導
入
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
ビ
デ
オ
カ
セ
ッ
ト
、

ビ
デ
オ
レ
コ
ー
ダ
ー
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
、
衛
星
放
送
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
革
新
が
よ
り
多
く
の
選
択
肢
を
視
聴
者
へ
与
え
た
。

「
複
占
」
状
況
の
中
で
成
功
し
た
競
争
者
と
な
っ
て
い
た
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
、
創
設
以
来
の
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
理
念
を
傷
つ
け
る

こ
と
な
し
に
、「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
が
新
し
い
市
場
に
お
い
て
も
必
要
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
示
す
必
要
に
迫
ら
れ

た
。
す
な
わ
ち
、「
競
争
と
選
択
」
の
時
代
に
お
い
て
、
多
く
の
視
聴
者
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
番
組
を
制
作
し
つ
つ
、「
番
組
の

質
」
を
保
障
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
下
に
お
け
る
テ
レ
ビ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
や
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
ニ
ュ
ー
ス
や

時
事
問
題
番
組
に
対
す
る
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
か
ら
の
圧
力
を
分
析
す
る
と
い
う
形
で
、
比
較
的
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る( (

(

。
し

か
し
、
視
聴
者
の
欲
望
を
刺
激
し
、
継
続
的
に
視
聴
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
は
、
娯
楽
番
組
の
方
が
「
競
争
と
選

択
」
の
影
響
を
よ
り
強
く
受
け
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
中
で
も
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
、
制
作
コ
ス
ト
が
高
い
上
に
、
視
聴
者
か
ら
そ

の
テ
レ
ビ
局
の
「
看
板
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
も
重
要
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
そ
し
て
、
数
十
年
間
に
わ
た
り
高
視

聴
率
が
続
く
連
続
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
、
単
な
る
娯
楽
に
と
ど
ま
ら
ず
、
英
国
人
の
誰
も
が
「
知
っ
て
い
て
当
た
り
前
」
の
存
在
と
し

て
、
英
国
民
の
日
常
生
活
に
深
く
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
聴
率
が
高
い
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
、
極
め
て
多
様
な
視
聴
者

に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
と
い
う
点
で
「
大
衆
性
」（popularity
）
が
高
い
と
言
え
る
が
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
そ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
は
視
聴
者
か
ら
見
て
文
化
的
解
釈
の
自
由
度
が
高
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

一
般
に
、
ニ
ュ
ー
ス
や
時
事
問
題
番
組
は
、
民
主
主
義
・
自
由
主
義
・
資
本
主
義
体
制
を
維
持
す
る
上
で
人
々
が
知
っ
て
お
く
べ

き
情
報
は
何
か
、
そ
し
て
ど
れ
を
ど
の
よ
う
な
形
で
知
っ
て
お
く
べ
き
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
制
作
す
る
こ
と
が
、
番
組
の
公
共
性

を
保
つ
上
で
の
一
つ
の
基
準
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
、
多
様
な
視
聴
者
が
ド
ラ
マ
を
通
じ
て
自
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分
た
ち
の
社
会
的
経
験
を
自
由
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
が
暮
ら
し
て
い
る
社
会
の
意
味
を
紡
ぎ
出
す
こ
と
に
「
快
楽
」
を

感
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
ド
ラ
マ
は
高
い
視
聴
率
を
長
期
間
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
の
制
作
者
は
、
視
聴
者
が
生
活
す
る
社
会
的
文
脈
の
変
化
に
合
わ
せ
て
、
視
聴
者
の
解
釈
の
自
由
度
が
常
に
確
保
で
き
る
よ
う
な

構
成
、
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
ス
ト
ー
リ
ー
ラ
イ
ン
を
提
示
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
Ｉ
Ｔ
Ｖ
と
の
視
聴
者
獲
得
競
争
に
お
い
て
苦
し
い
立
場
に
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八

〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
高
い
視
聴
率
を
獲
得
し
て
い
た
の
は
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
あ
っ
た
が
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
Ｉ
Ｔ
Ｖ
と
同
じ

「
人
気
の
あ
る
」（popular
）
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
制
作
す
る
こ
と
は
、
リ
ー
ス
流
の
伝
統
的
な
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
考
え
方

と
衝
突
し
、
か
つ
、
Ｉ
Ｔ
Ｖ
と
の
違
い
︱
︱
な
ぜ
受
信
許
可
料
を
独
占
で
き
る
の
か
︱
︱
の
正
当
性
を
説
明
で
き
な
く
な
る
と
い
う

ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
九
七
九
年
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
登
場
に
よ
っ
て
Ｂ
Ｂ
Ｃ
を
取
り
巻
く
状
況
が
ど

の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
整
理
し
た
上
で
、
一
九
八
五
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
放
送
さ
れ
続
け
て
い
る
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
連
続

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」（E

astE
nders

））
6
（

の
制
作
者
た
ち
が
、「
大
衆
性
」
と
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
守
っ
て
き
た
「
公
共

サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
考
え
方
︱
︱
「
質
」
と
「
責
任
」
︱
︱
と
を
ど
う
調
和
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
を
、
同
番
組
の
最
初
期
に
企

画
・
制
作
に
携
わ
っ
た
四
人
の
制
作
者
た
ち
︱
︱
ジ
ュ
リ
ア
・
ス
ミ
ス
（Julia Sm

ith

）、
ト
ニ
ー
・
ホ
ラ
ン
ド
（T

ony H
olland

）、

マ
イ
ケ
ル
・
グ
レ
イ
ド
（M

ichael Grade

）、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
パ
ウ
エ
ル
（Jonathan Pow

ell

）
︱
︱
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

行
っ
た
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
（D

avid Buckingham
）
の
研
究）7
（

を
元
に
紹
介
し
、「
競
争
と
選
択
」
の
時
代
に
お
け
る
放

送
の
公
共
性
の
あ
り
方
を
考
え
る
た
め
の
一
助
と
し
た
い
。

一　
「
複
占
」
の
終
焉
と
「
競
争
と
選
択
」
の
時
代
の
始
ま
り
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労
働
党
政
権
が
長
く
続
い
た
一
九
六
〇
年
代
は
「
揺
れ
る
六
〇
年
代
」（sw

inging sixties

）
と
言
わ
れ
、
社
会
的
規
範
や
価
値

観
が
急
激
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
が
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
財
源
の
心
配
を
す
る
必
要
な
く
、
自
由
な
番
組
制
作
が
可
能
で
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
番
組
制
作
コ
ス
ト
の
上
昇
に
よ
っ
て
、
放
送
事
業
の
財
政
が
曇
り
始
め
た
。
番
組

制
作
コ
ス
ト
の
イ
ン
フ
レ
率
は
、
英
国
経
済
全
体
の
イ
ン
フ
レ
率
を
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
受
信
許
可
料
を
主
な
収

入
源
と
し
て
い
る
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
と
っ
て
は
大
き
な
痛
手
で
あ
り
、
収
入
が
支
出
を
下
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
の
は
じ
め
、

テ
レ
ビ
番
組
制
作
費
の
上
昇
は
、
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
用
に
導
入
さ
れ
た
高
額
な
受
信
許
可
料
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
さ
れ
た
。
し
か
し
一

九
七
〇
年
代
の
末
か
ら
は
、
受
信
許
可
料
の
実
質
的
減
少
に
伴
っ
て
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
財
政
は
悪
化
し
た
。

　

番
組
制
作
費
の
上
昇
に
加
え
て
、
民
間
放
送
の
登
場
が
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
地
位
を
脅
か
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
五
一
年
の
総
選
挙
で
保

守
党
政
権
は
、
民
間
テ
レ
ビ
放
送
の
導
入
に
向
け
た
組
織
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
、
そ
の
結
果
、
一
九
五
四
年
に
テ
レ
ビ
法

（T
he T

elevision A
ct 19(（

） 

が
成
立
し
た
。
同
法
に
基
づ
い
て
民
間
放
送
を
監
督
す
る
独
立
テ
レ
ビ
庁
（Independent 

T
elevision A

uthority: IT
A

）
が
設
立
さ
れ
、
一
九
五
五
年
九
月
二
二
日
、
ロ
ン
ド
ン
で
英
国
初
の
民
間
放
送
が
開
始
さ
れ
た
。
そ

の
後
各
地
で
放
送
を
開
始
し
た
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
各
会
社
は
一
九
五
九
年
に
は
財
政
状
況
が
安
定
し
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
と
Ｉ
Ｔ
Ｖ
か
ら
な
る
「
複

占
」
時
代
が
始
ま
っ
た
。
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
様
々
な
放
送
会
社
が
集
ま
っ
て
構
成
し
、
個
々
の
放
送
会
社
は
共
同
あ
る
い

は
独
自
に
番
組
の
制
作
と
放
映
を
行
い
、
収
入
は
広
告
収
入
に
よ
っ
て
得
る
も
の
と
さ
れ
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
と
Ｉ

Ｔ
Ｖ
は
そ
れ
ぞ
れ
財
源
が
別
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
大
多
数
の
視
聴
者
を
追
い
求
め
る
必
要
も
、
で
き
る
限
り
多
く
の
視
聴
者
を
喜

ば
せ
る
た
め
の
公
分
母
と
な
る
番
組
を
制
作
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
の
だ
が
、
間
も
な
く
民
間
放
送
が
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
Ｂ
Ｂ

Ｃ
の
地
位
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
番
組
の
持
つ
「
大
衆
性
」
や
目
新
し
さ
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
か
ら
視
聴
者
を
奪
い
始
め
、
一
九
五
〇
年
代
の
末
に
は
視
聴
者

シ
ェ
ア
が
一
時
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
低
下
し
た）8
（

。
そ
の
こ
と
は
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
番
組
の
見
直
し
を
余
儀
な
く
さ
せ
、
厳
し
さ
を
増
す
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競
争
的
環
境
の
中
で
生
き
残
る
必
要
性
を
認
識
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
放
送
を
独
占
し
て
い
る
時
は
視
聴
者
に
は
選
択
肢
が

な
く
、
そ
の
た
め
受
信
許
可
料
か
ら
得
ら
れ
た
収
入
を
ど
の
機
関
が
受
け
取
る
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
起
こ
り
よ
う
も
な
か
っ
た
の

で
あ
る
が
、
民
間
放
送
の
導
入
に
よ
っ
て
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
地
位
は
明
ら
か
に
動
揺
し
、
受
信
許
可
料
を
全
額
受
け
取
る
こ
と
に
つ
い
て
も

そ
の
主
張
に
説
得
力
を
欠
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
な
る
と
放
送
戦
略
を
見
直
し
、
視
聴
者
の
シ
ェ
ア
を
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
高
め
る
こ

と
を
目
標
に
置
い
て
視
聴
者
の
要
求
に
対
し
て
よ
り
積
極
的
に
対
応
し
始
め
た）9
（

。
そ
の
結
果
、
Ｉ
Ｔ
Ｖ
が
放
送
す
る
い
く
つ
か
の
人

気
番
組
と
同
じ
よ
う
な
番
組
を
Ｂ
Ｂ
Ｃ
も
流
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
方
針
は
順
調
に
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
の
、

Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
受
信
許
可
料
を
独
占
す
る
根
拠
を
弱
め
る
と
い
う
犠
牲
を
払
う
こ
と
に
も
な
っ
た
。
つ
ま
り
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
、
も
は
や
英
国
の

一
般
民
衆
に
、
民
間
放
送
で
は
視
聴
で
き
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
番
組
を
放
映
し
て
い
る
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

公
共
放
送
と
民
間
放
送
の
番
組
が
似
た
よ
う
な
も
の
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
視
聴
者
が
一
方
の
サ
ー
ビ
ス
を
無
料
で
受
け
ら
れ
る
時

に
、
も
う
一
方
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
料
金
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
。

　

Ｉ
Ｔ
Ｖ
と
の
視
聴
者
競
争
に
遅
れ
を
と
り
、
か
つ
番
組
制
作
コ
ス
ト
の
上
昇
に
よ
る
財
政
悪
化
に
直
面
し
た
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
、
一
九
八

〇
年
代
の
は
じ
め
に
再
び
視
聴
者
シ
ェ
ア
が
大
き
く
落
ち
込
ん
だ
こ
と
か
ら
、
民
間
放
送
局
の
ロ
ン
ド
ン
・
ウ
イ
ー
ク
エ
ン
ド
・
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
（London W

eekend T
elevision

）
か
ら
番
組
制
作
者
の
マ
イ
ケ
ル
・
グ
レ
イ
ド
（M

ichael Grade

） 

を
引
き
抜
い
て

Ｉ
Ｔ
Ｖ
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
特
色
あ
る
ド
ラ
マ
や
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
を
制
作
す
る
と
同
時
に
、
海
外
か
ら
も
ド
ラ
マ
や
シ

リ
ー
ズ
も
の
を
購
入
し
た
。
こ
う
し
た
や
り
方
は
、
結
果
と
し
て
多
く
の
視
聴
者
を
惹
き
つ
け
た
も
の
の
、
な
ぜ
受
信
許
可
料
に
つ

い
て
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
特
別
な
取
扱
い
を
受
け
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
主
張
は
ま
す
ま
す
根
拠
の
弱
い
も
の
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

も
し
視
聴
者
が
減
れ
ば
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
と
っ
て
受
信
許
可
料
の
値
上
げ
を
主
張
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
り
、
他
方
、
Ｉ
Ｔ
Ｖ
に
対
抗
し

て
視
聴
者
を
増
や
せ
る
番
組
を
多
く
す
れ
ば
、
受
信
許
可
料
に
関
す
る
特
別
な
取
扱
い
の
根
拠
を
弱
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
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こ
の
問
題
は
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
と
っ
て
極
め
て
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

　

一
九
七
四
年
に
設
置
さ
れ
た
「
放
送
の
将
来
に
関
す
る
委
員
会
」（T

he Com
m

ittee on the Future of  Broadcasting

）
の
委

員
長
を
務
め
た
ア
ナ
ン
卿
は
、
一
九
八
九
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
が
発
行
す
る
『
放
送
学
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
中

で
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
下
に
お
い
て
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
理
念
に
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
し
て
き
た
二
つ
の
強
い
圧
力
を
指
摘
し

て
い
る
。

　

第
一
は
「
一
部
」
の
放
送
記
者
や
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
、
彼
等
は
国
家
に
対
し
て
負
う
て
い
る
義
務
を
認
め
よ
う
と
せ
ず
、
そ
の
こ
と
で

結
果
的
に
み
ず
か
ら
の
独
立
を
危
う
く
し
て
い
る
。
議
会
で
の
支
持
も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
政
府
や
保
守
党
は
怒
り
を
つ
の
ら
せ
、
時
事

問
題
や
シ
リ
ア
ス
な
番
組
の
あ
ま
り
に
多
く
が
、
ま
た
時
と
し
て
ニ
ュ
ー
ス
番
組
ま
で
も
が
、
文
明
社
会
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
は
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
価
値
や
権
威
を
歪
め
て
提
示
し
て
い
る
と
断
言
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
の
批
判
は
政
府
の
支
持
者
か
ら
出
さ
れ
て
い

る
が
、
政
権
が
交
代
し
て
も
、
新
政
府
の
側
か
ら
同
様
の
批
判
が
出
る
の
は
経
験
的
に
十
分
予
想
で
き
る
。
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
国
民
全
体
か
ら
徴
収

し
た
財
源
に
立
脚
し
て
い
る
た
め
に
、
特
に
批
判
に
は
弱
い
立
場
に
あ
る
。

　

第
二
は
、
放
送
の
持
つ
価
値
に
対
し
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
の
支
持
者
の
一
部
が
抱
い
て
い
る
懐
疑
で
あ
る
。
こ
の
人
々
の
見
解
で
は
、

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
、
衛
星
放
送
、
地
上
波
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
増
加
な
ど
は
、
米
国
と
同
じ
も
の
を
も
た
ら
す
。
番
組
の
質
の
低
下
で
あ
る
。
そ

れ
は
そ
れ
で
い
い
で
は
な
い
か
と
彼
ら
は
言
う
。
米
国
の
知
的
な
人
々
に
し
て
も
、
ニ
ュ
ー
ス
と
興
味
の
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
以
外
に
は
テ
レ
ビ

を
見
な
い
。
大
衆
の
教
育
と
い
う
テ
レ
ビ
の
仮
面
は
も
う
と
り
は
ず
そ
う
。
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
増
え
、
視
聴
者
獲
得
競
争
が
激
化
し
、
視
聴
率

が
番
組
の
唯
一
の
基
準
に
な
る
こ
と
を
認
め
よ
う
で
は
な
い
か
と）

（（
（

。

　

前
記
の
第
二
の
圧
力
は
、
ア
ナ
ン
委
員
会
の
審
議
結
果
が
、
公
共
事
業
体
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
放
送
と
い
う
伝
統
的

な
考
え
方
は
変
え
な
い
も
の
の
、
視
聴
者
の
意
見
を
番
組
に
反
映
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
視
聴
者
へ
の
説
明
義
務
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（
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
放
送
の
制
度
的
枠
組
み
を
変
更
し
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
と
Ｉ
Ｔ
Ｖ
に
加
え
て
新
し
い
公
共

事
業
体
を
含
め
た
「
規
制
さ
れ
た
多
様
性
」
に
進
む
べ
き
だ
と
い
う
提
言）（（
（

を
行
っ
た
こ
と
に
対
し
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
が
推
進
す
る

自
由
至
上
主
義
は
番
組
の
質
の
低
下
を
許
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
懸
念

は
Ｂ
Ｂ
Ｃ
内
部
で
も
、
伝
統
的
な
リ
ー
ス
流
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
考
え
方
を
さ
ま
ざ
ま
な
圧
力
の
中
で
ど
う
や
っ
て
守
る
か

（
あ
る
い
は
、
両
立
さ
せ
る
か
）
と
い
う
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

二　

サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
と
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

　

一
九
七
〇
年
代
は
、
英
国
社
会
に
と
っ
て
困
難
な
時
代
で
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
の
労
働
党
か
ら
保
守
党
へ
、
一
九
七
四
年
の
保

守
党
か
ら
労
働
党
へ
、
そ
し
て
一
九
七
九
年
の
労
働
党
か
ら
保
守
党
へ
と
二
大
政
党
間
で
の
政
権
交
代
が
続
け
て
起
き
た
が
、
そ
の

背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
一
九
七
三
年
の
石
油
危
機
と
そ
の
後
の
経
済
不
況
、
衰
退
産
業
に
お
け
る
補
助
金
獲
得
競
争
、
労
働
組
合
に

よ
る
賃
金
闘
争
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
の
激
化
で
あ
っ
た
。
英
国
人
の
不
満
は
、
頻
発
す
る
ス
ト
ラ
イ
キ
が
英
国
社
会
を
麻
痺
状

態
に
陥
れ
、「
不
満
の
冬
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
九
七
八
年
か
ら
一
九
七
九
年
に
か
け
て
ピ
ー
ク
に
達
し
た）（（
（

。

　

こ
う
し
た
時
代
状
況
を
背
景
に
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
で
は
、
番
組
制
作
コ
ス
ト
が
急
激
に
上
昇
し
、
一
九
七
四
年
一
〇
月
に
は
労
働
党
政
権

か
ら
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
過
度
な
報
酬
ア
ッ
プ
を
し
て
い
る
と
強
く
非
難
さ
れ
、
一
九
七
六
年
に
は
初
の
借
金
に
追
い
込

ま
れ
た
。
視
聴
者
に
対
す
る
一
層
の
説
明
義
務
（
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
の
強
化
を
求
め
た
ア
ナ
ン
委
員
会
の
勧
告
「
放
送
の
将

来
に
関
す
る
報
告
書
」（R

eport of the Com
m

ittee on the Future of Broadcasting

／
一
九
七
七
年
三
月
に
発
表
）
に
対
し
て
は
、

Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
、
一
九
八
一
年
に
Ｉ
Ｂ
Ａ
（Independent Broadcasting A

uthority

／
民
間
放
送
の
規
制
監
督
機
関
）
と
共
同
で
放
送
調

査
機
関
（Broadcasting Research U

nit

）
を
、
独
自
の
苦
情
処
理
機
関
と
し
て
放
送
苦
情
委
員
会
（Broadcasting Com

plaints 
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Com
m

ission

）
を
、
そ
し
て
Ｉ
Ｔ
Ｖ
と
共
同
で
番
組
視
聴
率
や
各
局
の
視
聴
者
数
の
割
合
を
測
定
す
る
た
め
の
機
関
で
あ
る
視
聴
者

調
査
機
関
（T

he Broadcastersʼ A
udience Research Board: BA

RB

）
を
設
立
し
た
。
た
だ
し
、
一
九
七
〇
年
代
の
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
、

Ｉ
Ｔ
Ｖ
に
比
べ
て
収
入
が
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
的
に
は
Ｉ
Ｔ
Ｖ
と
対
等
の
視
聴
者
の
シ
ェ
ア
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き

て
い
た）（（
（

。

　

一
方
、
一
九
七
九
年
の
総
選
挙
で
政
権
を
労
働
党
か
ら
奪
還
し
た
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
が
追
求
し
た
政
治
哲
学
︱
︱
そ
の
後
、
サ
ッ

チ
ャ
リ
ズ
ム
（T

hatcherism

）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
︱
︱
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
は
じ
め
に
政
権
を
担
っ
て
い
た
エ
ド
ワ
ー

ド
・
ヒ
ー
ス
政
権
の
保
守
主
義
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
た
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
、
社
会
主
義
に
対
す
る
全
面
攻
撃
を
宣
言
し
、

英
国
社
会
か
ら
社
会
主
義
を
一
掃
す
る
と
誓
っ
て
い
た
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
、
寛
大
主
義
（perm

issivism

）
の
時
代
と
言
わ
れ

た
一
九
六
〇
年
代
に
培
わ
れ
た
進
歩
的
雰
囲
気
を
駆
逐
し
、
英
国
が
世
界
中
を
文
明
化
す
る
力
を
有
し
て
い
た
頃
の
帝
国
の
地
位
、

英
国
を
偉
大
な
も
の
と
す
る
ビ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
価
値
観
に
戻
る
こ
と
を
欲
し
て
い
た
。
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、

平
等
社
会
の
価
値
観
と
は
相
容
れ
え
ず
、
弱
い
も
の
に
対
し
て
強
い
も
の
を
好
む
シ
ス
テ
ム
、
集
団
主
義
に
対
し
て
個
人
主
義
を
奨

励
す
る
シ
ス
テ
ム
を
信
奉
し
て
お
り
、
そ
の
中
核
と
な
る
信
条
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
の
有
名
な
言
葉
「
社
会
と
い
う
も
の
は
存
在

し
な
い
。
個
人
の
男
女
と
家
族
だ
け
が
存
在
し
て
い
る
。」（T

here is no such thing as society. T
here are individual m

en and 

w
om

en, and there are fam
ilies.

）
に
表
れ
て
い
る）（（
（

。
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
（com

m
unity

）
及
び
社
会

（society

）
を
敵
視
し
、
家
族
の
価
値
（fam

ily values

）
へ
の
回
帰
を
好
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
は
英
国
社
会
を
大
き
く
変
動
さ
せ
、
英
国
人
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
影
響
を
与
え
た
。
放
送
業
界
も
例
外

で
は
な
く
、
特
に
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
、
一
九
六
〇
年
代
以
来
守
り
続
け
て
き
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
伝
統
が
保
守
党
政
権
か
ら
の
格
好
の
攻
撃

目
標
に
さ
れ
、
報
道
内
容
か
ら
ド
ラ
マ
の
構
成
に
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
広
告
放
送
の
導
入
が
検
討

さ
れ
る
な
ど
、「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
最
後
の
砦
と
し
て
の
地
位
を
崩
そ
う
と
す
る
多
く
の
試
み
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
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ら
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
関
し
て
言
え
ば
、「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
は
、
家
族
の
内
側
で
起
こ
る
緊
張
や
断
絶
を
強
調
す
る
こ
と

で
、
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
抵
抗
し
た
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
家
族
を
強
調
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
社
会
的
争

点
（social issues

）
を
取
り
扱
う
際
に
、
よ
り
広
い
社
会
的
文
脈
よ
り
も
む
し
ろ
家
族
の
文
脈
の
中
で
扱
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ

と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
固
有
の
構
造
的
な
制
限
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
イ
ー
ス

ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
は
、
現
代
的
問
題
を
扱
う
こ
と
で
社
会
集
団
の
姿
を
よ
り
広
く
示
す
こ
と
が
で
き
た
一
方
で
、
社
会
集
団
と
社
会

的
争
点
を
ど
の
程
度
結
び
つ
け
ら
れ
る
か
は
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
慣
習
（
大
衆
の
日
常
的
世
界
を
感
傷
的
に
描
く
）
に
縛
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
嵐
の
中
で
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
ど
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
を
制
作
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ジ
ョ
ン
・
ケ
イ
ン

（John Cain

）
が
執
筆
し
た
『
Ｂ
Ｂ
Ｃ
放
送
70
年
史
』（T

he BBC: 70years of broadcasting

）
で
は
、
ま
ず
、
一
九
六
〇
年
一
二

月
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
放
送
さ
れ
続
け
て
い
る
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
い
わ
ば
「
お
化
け
番
組
」
で
あ
る
「
コ
ロ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ト
リ
ー

ト
」（Coronation Street

））
（（
（

に
匹
敵
す
る
成
功
し
た
連
続
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
と
し
て
、「
ミ
ス
・
マ
ー
プ
ル
」（M

iss M
arple

／
一
九
八

四
年
一
二
月
二
六
日
放
送
開
始
）、「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」（
一
九
八
五
年
二
月
一
九
日
放
送
開
始
）、「
ハ
ワ
ー
ズ
・
ウ
ェ
イ
」

（H
aw

ardʼs W
ay

／
一
九
八
五
年
九
月
一
日
放
送
開
始
）
の
三
作
品
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
で
は
な
い
が
話

題
を
呼
ん
だ
作
品
と
し
て
は
「
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
マ
ン
・
ア
ブ
ロ
ー
ド
」（A

n E
nglishm

an A
broad

／
一
九
八
二
年
一
一
月
二
九
日

放
送
開
始
）、「
シ
ン
ギ
ン
グ
・
デ
ィ
テ
ク
テ
ィ
ブ
」（T

he Singing D
etective

）、
大
衆
的
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
に
匹
敵
す
る
い
わ
ゆ
る

ミ
ニ
・
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
人
気
が
あ
っ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
の
輸
入
番
組
「
ソ
ー
ン
・
バ
ー
ズ
」（T

he T
horn Birds

／
一
九

八
四
年
一
月
八
日
放
送
開
始
）
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
大
衆
紙
か
ら
の
激
し
い
批
判
を
引
き
起
こ
し

た
刺
激
的
な
ド
ラ
マ
と
し
て
、
失
業
問
題
に
言
及
す
る
「
ボ
ー
イ
ズ
・
フ
ロ
ム
・
ザ
・
ブ
ラ
ッ
ク
ス
タ
ッ
フ
」（T

he Boys from
 

the Blackstuff

／
一
九
八
二
年
一
〇
月
一
〇
日
放
送
開
始
）、
戦
争
の
無
益
さ
に
言
及
す
る
「
モ
ノ
ク
ル
デ
ゥ
・
ム
テ
ィ
ニ
ー
ア
」（T

he 
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M
onocled M

utineer

／
一
九
八
六
年
八
月
三
一
日
放
送
開
始
）、
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
に
言
及
す
る
「
タ
ン
ブ
ル
ダ
ウ
ン
」

（T
um

bledow
n

／
一
九
八
八
年
五
月
三
一
日
放
送
開
始
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

三　
「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
の
「
大
衆
性
」
と
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
理
念

　

㈠　

な
ぜ
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
だ
っ
た
の
か
？

　

Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
、
週
二
回
放
送
の
連
続
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
新
た
に
制
作
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
は
一
九
八
一
年
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

Ｉ
Ｔ
Ｖ
に
対
す
る
視
聴
者
数
の
減
少
に
対
す
る
懸
念
が
喫
緊
の
問
題
と
な
る
よ
り
も
か
な
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
最
初
の
決
定
は

当
時
Ｂ
Ｂ
Ｃ
１
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
だ
っ
た
ビ
ル
・
コ
ッ
ト
ン
（Bill Cotton

）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
最
初
の
企
画
立
案

は
彼
の
後
任
で
あ
る
ア
ラ
ン
・
ハ
ー
ト
（A

lan H
art

）
に
託
さ
れ
た
。「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
の
最
初
の
制
作
者
は
ジ
ュ
リ

ア
・
ス
ミ
ス
と
ト
ニ
ー
・
ホ
ラ
ン
ド
で
あ
っ
た
が）（（
（

、
そ
の
後
、
マ
イ
ケ
ル
・
グ
レ
イ
ド
が
制
作
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
バ
ッ
キ

ン
ガ
ム
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し
て
、
グ
レ
イ
ド
は
、
夕
方
の
視
聴
者
の
シ
ェ
ア
が
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
半
分
ほ
ど
に
落
ち
込
ん
で
い
た

Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
と
っ
て
、「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
が
視
聴
率
競
争
に
お
い
て
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
語
っ
て
い

る
。

　

Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
と
っ
て
、
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
視
聴
者
と
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
視
聴
者
の
シ
ェ
ア
に
差
が
あ
る
理
由
の
一
つ
は
、「
コ
ロ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ト
リ
ー

ト
」、「
エ
マ
ー
デ
イ
ル
・
フ
ァ
ー
ム
」（E

m
m

erdale Farm

）、「
ク
ロ
ス
ロ
ー
ズ
」（Crossroads

）
に
視
聴
率
で
負
け
て
い
る
か
ら
で
あ

る
こ
と
は
明
白
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
、
そ
う
し
た
番
組
の
手
持
ち
が
な
か
っ
た
。
確
か
に
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
は
Ｉ
Ｔ
Ｖ
が
考
案

し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
年
も
前
に
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
「
グ
ロ
ー
ブ
ズ
」（T

he G
roves

）、「
ミ
セ
ス
・
デ
イ
ル
ズ
・
ダ
イ
ア
リ
ー
」
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（M
rs D

aleʼs D
iary

）、「
ア
ー
チ
ャ
ー
ズ
」（T

he A
rchers

）
で
用
い
た
形
式
で
す
。
で
す
か
ら
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
と
っ
て
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
を

制
作
す
る
こ
と
は
な
ん
ら
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
と
も
か
く
も
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
の
制
作
を
し
な
く
な
っ
て
数
年
経
っ

て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
再
開
す
べ
き
時
だ
と
思
わ
れ
た
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
つ
の
間
に
か
衰
え
て
い
た
夕
方
の
番
組
編
成
を
活
性
化
さ
せ
る

べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
す）

（（
（

。

　

グ
レ
イ
ド
の
指
摘
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
時
の
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
視
聴
率
を
獲
得
す
る
手
段
と
し
て
連
続
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
選
択
し

た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
重
大
な
リ
ス
ク
が
あ
っ
た
の
も
確
か
で
あ
る
。
新
た
に
連
続
番
組
を
制
作
す
る
に
は
、

ゲ
ー
ム
番
組
の
よ
う
な
他
の
ジ
ャ
ン
ル
と
異
な
り
大
き
な
財
政
支
出
を
伴
う
が
、
連
続
番
組
は
、
運
営
コ
ス
ト
は
比
較
的
小
さ
い
も

の
の
、
初
期
投
資
を
回
収
す
る
に
は
何
年
も
か
か
る
上
に
、
も
し
早
期
に
撤
退
し
た
場
合
は
視
聴
者
か
ら
の
批
判
と
財
政
破
綻
に
見

舞
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
さ
ら
に
、
当
時
は
Ｉ
Ｔ
Ｖ
を
含
め
て
す
で
に
数
多
く
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
放
送
さ
れ
て
お
り
、

果
た
し
て
視
聴
者
が
新
た
な
番
組
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
っ
た
。
一
九
八
四
年
の
早
い
時
期
に
実
施
さ
れ
た
Ｂ
Ｂ
Ｃ

の
最
初
の
視
聴
者
調
査
結
果
は
、
新
し
い
週
二
回
放
送
の
連
続
ド
ラ
マ
に
対
す
る
切
望
の
度
合
い
は
「
せ
い
ぜ
い
中
ぐ
ら
い
」
だ
と

結
論
づ
け
て
い
た）（（
（

。

　

Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
過
去
に
連
続
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
制
作
し
た
経
験
も
、
確
信
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
制
作
さ
れ
た

「
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
」（T

he Brothers

）
と
「
エ
ン
ジ
ェ
ル
ズ
」（A

ngels

）
は
、
視
聴
率
は
か
な
り
良
く
、
し
か
も
数
年
間
続
い
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
五
二
週
間
フ
ル
に
継
続
し
て
放
送
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
完
全
な
連
続
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
制

作
し
た
の
は
一
九
六
二
︱
六
五
年
の
「
コ
ン
パ
ク
ト
」（Com

pact
）、
一
九
六
五
︱
六
七
年
の
「
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
」（U

nited

）、
一

九
六
五
︱
六
九
年
の
「
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
ズ
」（T

he N
ew

com
ers

）
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
「
コ
ン
パ
ク
ト
」
だ
け
が
視
聴
率
に
お
い

て
実
質
的
な
成
功
を
収
め
て
い
た）（（
（

。
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し
か
し
な
が
ら
、
視
聴
者
の
獲
得
だ
け
が
連
続
ド
ラ
マ
を
選
択
し
た
理
由
で
は
な
か
っ
た
。
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
は
、
テ
レ
ビ
局
に

と
っ
て
象
徴
的
な
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
。
ま
し
て
、
そ
の
ド
ラ
マ
が
数
十
年
を
か
け
て
熱
狂
的
視
聴
者
を
構
築
す
れ
ば
、
そ
の
ド

ラ
マ
は
、
視
聴
者
が
自
ら
の
生
活
を
構
築
し
て
い
る
諸
制
度
の
本
質
を
客
観
的
に
把
握
す
る
際
の
重
要
な
手
段
と
な
る
。
例
え
ば

「
コ
ロ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
」
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
西
部
の
視
聴
者
に
対
し
て
平
日
の
番
組
視
聴
の
主
導
権
を
握
っ
て
い

る
グ
ラ
ナ
ダ
・
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
（Granada T

elevision

）
が
、
労
働
者
階
級
の
一
つ
の
姿
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
諸
都
市
の
人
々
へ

提
示
し
て
い
る
。「
フ
ロ
リ
ゼ
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
」（Florizel Street

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
の
一
二
週
間
の
試
験
的
放
送
の
後
、
一

九
六
〇
年
一
二
月
か
ら
放
送
を
開
始
し
た
「
コ
ロ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
」
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
西
部
の
工
場
労
働
者
階
級

の
人
々
が
住
む
地
区
を
舞
台
に
し
て
、
労
働
者
階
級
が
居
住
す
る
テ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
の
町
並
み
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
階
級
の
特
徴
で

あ
る
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
（Lancashire
）
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
特
殊
な
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
提
供
し
て
き
た）（（
（

。
も
し
、
Ｂ

Ｂ
Ｃ
に
対
す
る
視
聴
者
の
認
識
が
、
落
ち
着
い
た
中
産
階
級
の
「
お
ば
さ
ん
」（A

untie

）
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
新
た
に
制
作
す
る
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
が
成
功
す
る
に
は
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
る
必
要
が
あ
っ
た）（（
（

。

　

㈡　
「
大
衆
性
」
と
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
理
念

　

バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し
て
、
グ
レ
イ
ド
と
、
一
九
八
三
年
一
一
月
に
連
続
ド
ラ
マ
部
門
の
責
任
者
に
な
っ

た
パ
ウ
エ
ル
は
、「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
は
視
聴
者
を
喜
ば
せ
る
た
め
の
単
な
る
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
本
来

の
仕
事
で
あ
る
「
ま
じ
め
な
」（serious

）
番
組
の
制
作
を
ど
ん
ど
ん
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
考
え
方
を
否

定
し
た
。
彼
ら
は
、
同
番
組
が
論
争
的
な
問
題
を
扱
っ
て
い
る
点
で
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
と
し
て
の
「
質
」
と
「
責
任
」
を

守
っ
て
い
る
こ
と
を
熱
心
に
強
調
し
た
。「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
は
、「
大
衆
性
」
が
「
最
も
低
い
レ
ベ
ル
の
共
通
分
母
に
合
わ

せ
た
娯
楽
を
提
供
す
る
」（catering to the low

est com
m

on denom
inator

）
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
こ
と
を
示
す
証
拠
だ
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と
主
張
し
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
視
聴
率
の
獲
得
だ
け
が
「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
制
作
の
決
定
の
背
後
に
あ
る
唯
一
の
動
機
で
は
な
い
と
し

て
も
、
一
九
八
五
年
二
月
一
九
日
の
放
送
開
始
前
後
は
、
そ
れ
が
中
心
的
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
当
時
、
放
送

の
将
来
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
た
政
府
委
員
会
で
あ
る
ピ
ー
コ
ッ
ク
委
員
会
（T

he Peacock Com
m

ittee

）
は
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
民
営

化
を
勧
告
す
る
と
予
想
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
は
Ｂ
Ｂ
Ｃ
と
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
間
の
「
ソ
ー
プ
戦
争
」（Soap W

ars

）
を
熱

狂
的
に
報
じ
て
い
た
。
も
し
「
コ
ロ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
」
の
優
位
が
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
視
聴
率
の
支
配
の
象
徴
だ
と
す
れ
ば
、

「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
の
失
敗
は
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
敵
対
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た）（（
（

。

　

ス
ミ
ス
と
ホ
ラ
ン
ド
が
提
案
し
た
新
し
い
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
内
容
は
、
多
く
の
点
で
伝
統
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
労
働
者
階
級
が

多
く
居
住
す
る
都
市
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
舞
台
と
す
る
点
は
、「
コ
ロ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
」
と
似
て
い
た
。
し
か
し
、

Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
一
九
八
〇
年
代
に
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
の
制
作
を
目
指
す
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
大
き
な
リ
ス
ク
を
伴
っ
て
い
た
。
そ

こ
で
次
に
、
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
の
研
究
か
ら
、「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
決
定
さ
れ
、
そ
の
結

果
、
視
聴
者
か
ら
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
た
の
か
を
、
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
視
聴
者
調
査
、
ド
ラ
マ
の
構
成
、
視
聴
者
の
評
価
に
分

け
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

ス
ミ
ス
と
ホ
ラ
ン
ド
は
、
イ
ー
ス
ト
・
エ
ン
ド
を
舞
台
に
す
る
こ
と
に
強
く
こ
だ
わ
っ
た
。
両
者
と
も
ロ
ン
ド
ナ
ー
で
あ
り
、
首

都
は
自
ら
を
舞
台
と
す
る
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
を
持
つ
資
格
が
あ
る
と
考
え
た
。
彼
ら
は
ま
た
、
イ
ー
ス
ト
・
エ
ン
ド
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
に
は
、
長
期
に
わ
た
る
連
続
番
組
の
舞
台
に
な
る
だ
け
の
ド
ラ
マ
的
要
素
が
あ
る
と
考
え
た
。
歴
史
的
に
様
々
な
移
民
集
団

に
よ
っ
て
人
口
が
過
密
に
な
っ
て
い
る
地
区
で
あ
り
、
し
か
も
近
年
に
な
っ
て
洗
練
さ
れ
た
街
に
な
り
つ
つ
あ
る
イ
ー
ス
ト
・
エ
ン
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ド
を
舞
台
に
す
れ
ば
、
様
々
な
登
場
人
物
を
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
、
登
場
人
物
を
次
々
に
交
代
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、

連
続
ド
ラ
マ
を
時
代
と
連
動
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
相
対
的
に
変
化
の
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
舞
台
と
し
て

い
る
「
コ
ロ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
」
に
対
す
る
明
確
な
利
点
で
あ
っ
た
。「
コ
ロ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
」
は
、
放
送

が
始
ま
っ
た
一
九
六
〇
年
代
の
初
期
に
時
代
背
景
が
固
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る）（（
（

。

　

同
様
に
パ
ウ
エ
ル
も
、
イ
ー
ス
ト
・
エ
ン
ド
は
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
不
可
欠
な
「
ル
ー
ツ
」、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」、「
魅
力
的
な

伝
説
と
歴
史
感
覚
」
を
提
供
す
る
と
考
え
た
。
彼
は
ま
た
、
た
と
え
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
全
体
と
し
て
は
全
国
放
送
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て

い
る
と
し
て
も
、
連
続
ド
ラ
マ
の
よ
う
な
「
旗
艦
」
番
組
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張

し
た
。
も
し
Ｉ
Ｔ
Ｖ
各
社
が
地
元
を
舞
台
と
す
る
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
ロ
ン
ド
ン
を
舞
台
と
す

る
べ
き
な
の
で
あ
る）（（
（

。

②
視
聴
者
調
査

　

一
九
八
四
年
一
月
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
放
送
調
査
局
（BBCʼs Broadcasting Research D

epartm
ent

）
は
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
リ
サ
ー
チ
会
社

の
マ
ー
プ
ラ
ン
（M

arplan

）
に
対
し
て
、
新
し
い
連
続
ド
ラ
マ
に
対
す
る
需
要
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
提
案
に

つ
い
て
の
全
国
電
話
調
査
を
委
託
し
た
。
そ
の
結
果
、
サ
ン
プ
ル
と
な
っ
た
四
五
〇
名
の
う
ち
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
だ
け
が
「
非

常
に
関
心
が
あ
る
」
と
答
え
た
の
に
対
し
、
三
六
パ
ー
セ
ン
ト
は
「
ま
あ
ま
あ
関
心
が
あ
る
」、
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
強
の
人
が
「
そ

れ
ほ
ど
関
心
が
な
い
」
あ
る
い
は
「
ま
っ
た
く
関
心
が
な
い
」
と
答
え
た
。
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
が
全

体
と
し
て
も
っ
と
も
人
気
が
あ
り
、
続
い
て
ロ
ン
ド
ン
、
か
な
り
離
れ
て
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
の
順
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ン

チ
ェ
ス
タ
ー
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
の
人
々
に
は
人
気
が
な
く
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
は
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
地
方
の
人
々
に
人
気
が
な
か
っ

た
。
一
方
で
ロ
ン
ド
ン
は
ど
の
地
区
の
人
々
か
ら
も
特
に
不
人
気
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
結
果
と
し
て
最
も
広
範
囲
の
地
域
の
人
々
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に
ア
ピ
ー
ル
す
る
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
労
働
者
階
級
の
居
住
地
区
を
舞
台
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
産
階

級
の
居
住
地
に
舞
台
を
置
く
よ
り
も
人
気
が
あ
り
、
両
階
級
が
混
在
す
る
地
域
を
舞
台
に
す
る
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
人
気
が
な
か
っ

た
）
（（
（

。

　

調
査
結
果
は
、
パ
ウ
エ
ル
の
「
北
部
と
南
部
の
分
裂
は
、
実
際
の
地
理
的
要
因
よ
り
も
お
金
と
階
級
に
基
づ
く
も
の
だ
」
と
い
う

考
え
に
確
信
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
視
聴
者
調
査
は
、
既
に
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
た
ち
が
抱
い
て
い
た
信
念
を
裏
づ
け
る
手
段
と

し
て
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
上
級
管
理
職
を
説
得
す
る
た
め
の
重
要
な
武
器
と
し
て
使
わ
れ
た
。
他
方
で
、
新
し
い
連
続
番
組
へ
の

ニ
ー
ズ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
た
番
組
制
作
者
の
信
念
と
矛
盾
す
る
結
果
は
無
視
さ
れ
た）（（
（

。

③
ド
ラ
マ
の
構
成

　

コ
ス
ト
の
点
か
ら
だ
け
で
も
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
輸
入
番
組
で
あ
る
「
ダ
ラ
ス
」（D

allas

）
や
「
ダ
イ
ナ
ス
テ
ィ
」（D

ynasty

）

の
英
国
版
を
制
作
す
る
こ
と
は
論
外
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
コ
ロ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
」
は
成
功
し
た
国
産
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ

の
モ
デ
ル
で
は
あ
る
が
、
ス
ミ
ス
と
ホ
ラ
ン
ド
は
、
そ
れ
が
労
働
者
階
級
に
つ
い
て
の
時
代
遅
れ
で
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
見
方
を
提

供
し
て
い
る
と
考
え
た
。
例
え
ば
、「
コ
ロ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
」
は
め
っ
た
に
失
業
者
や
黒
人
を
登
場
人
物
に
し
な
い
し
、

レ
ン
・
フ
ェ
ア
ク
ロ
ー
（Len Fairclough

）
や
エ
ル
シ
ー
・
タ
ナ
ー
（Elsie T

anner

）
の
よ
う
な
大
物
を
交
代
さ
せ
る
こ
と
が
困

難
に
な
っ
て
い
る
し
、
若
い
視
聴
者
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
感
じ
る
よ
う
な
登
場
人
物
も
い
な
い
。
あ
る
意
味
で
、「
コ
ロ
ネ
ー

シ
ョ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
」
は
視
聴
者
と
と
も
に
年
老
い
て
き
た
の
で
あ
り
、
も
し
「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
が
同
様
の
成
功
を
収

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
若
く
て
、
社
会
的
に
よ
り
幅
広
い
層
の
視
聴
者
を
惹
き
つ
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　
「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
の
放
送
が
始
ま
る
前
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
４
（Channel （

）
の
「
ブ
ル
ッ
ク
サ
イ
ド
」（Brookside

）
は
約

六
〇
〇
万
人
の
視
聴
者
を
集
め
、
演
技
の
質
の
高
さ
と
現
代
の
社
会
的
争
点
の
取
り
上
げ
方
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
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ス
ミ
ス
と
ホ
ラ
ン
ド
は
、
舞
台
設
定
や
カ
メ
ラ
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
が
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
社
会
的
争
点
の
扱
い
方
が
し
ば
し
ば

自
意
識
過
剰
で
教
訓
的
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
。「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
生
き
残
る
た
め
に
は
、

一
九
六
〇
年
に
「
コ
ロ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
」
が
行
っ
た
よ
う
に
、
現
代
の
都
市
の
過
密
地
域
の
現
実
を
反
映
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
彼
ら
は
、
連
続
ド
ラ
マ
は
「
人
生
の
一
側
面
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
必

然
的
に
論
争
的
な
社
会
的
争
点
︱
︱
同
性
愛
、
レ
イ
プ
、
失
業
、
人
種
差
別
な
ど
︱
︱
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
あ
る

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
登
場
人
物
に
す
れ
ば
、
必
然
的
に
人
種
差
別
が
番
組
の
テ
ー
マ
に
な
る
。
同
様
に
、
多
く
の

テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
を
登
場
さ
せ
れ
ば
、
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
特
有
の
問
題
︱
︱
妊
娠
、
失
業
、
家
族
不
和
な
ど
︱
︱
が
扱
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
、
と
主
張
し
た）（（
（

。

　

さ
ら
に
、
登
場
人
物
の
構
成
は
「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
が
「
創
造
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
視
聴
者
に
つ
い
て
の
明
確
な
意
味

を
有
し
て
い
た
。「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
の
放
送
が
開
始
さ
れ
る
前
、
夕
方
の
時
間
帯
の
視
聴
者
は
圧
倒
的
に
中
年
の
中
産
階

級
で
あ
っ
た
。
こ
の
視
聴
者
の
幅
を
広
げ
る
た
め
に
は
、
若
者
と
高
齢
者
の
両
方
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
と
も
に
、
伝
統
的
に
Ｉ
Ｔ
Ｖ

を
視
聴
し
て
き
た
労
働
者
階
級
の
視
聴
者
に
も
ア
ピ
ー
ル
す
る
番
組
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
加
え
て
ス
ミ
ス
と
ホ
ラ
ン
ド

は
、
女
性
や
年
配
者
に
偏
っ
て
い
た
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
の
伝
統
的
な
視
聴
者
の
幅
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
。
若
く
て
目
立
つ
登
場
人
物

を
配
す
る
こ
と
で
、
他
の
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
よ
り
も
若
者
の
視
聴
者
へ
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
ス

ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

私
は
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
中
産
階
級
と
し
て
の
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
視
聴
者
を
対
象
に
番
組
を
作
る
の
で
は
な
い
。
専
門
職
の
階
級
は
、
番
組
を

見
ら
れ
る
早
い
時
間
帯
に
は
自
宅
へ
戻
ら
な
い
。
私
は
、
ビ
ン
ゴ
や
パ
ブ
へ
行
く
前
の
テ
ィ
ー
・
タ
イ
ム
に
テ
レ
ビ
を
見
る
労
働
者
階
級
の

人
々
で
構
成
さ
れ
る
視
聴
者
を
予
想
し
て
い
る
。
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
は
伝
統
的
に
女
性
を
対
象
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
我
々
は
男
性
も
見
て
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い
る
の
だ
︱
︱
た
と
え
彼
ら
が
そ
れ
を
認
め
な
い
と
し
て
も
︱
︱
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い）

（（
（

。

④
視
聴
者
の
評
価

　
「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
は
一
九
八
五
年
二
月
一
九
日
の
午
後
七
時
か
ら
放
送
を
開
始
し
た
。
視
聴
率
は
Ｂ
Ｂ
Ｃ
放
送
調
査
局

に
よ
っ
て
注
意
深
く
監
視
さ
れ
、
よ
り
詳
細
な
反
応
を
知
る
た
め
の
質
的
調
査
が
行
わ
れ
た
。
放
送
開
始
当
初
の
高
視
聴
率
は
し
ば

ら
く
し
て
落
ち
始
め
、
三
週
間
後
に
は
、
夕
方
の
Ｂ
Ｂ
Ｃ
１
の
視
聴
者
シ
ェ
ア
は
「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
放
送
開
始
前
の
七
〇

〇
万
人
へ
戻
り
、
他
方
で
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
シ
ェ
ア
は
一
三
〇
〇
万
人
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
同
番
組
に
対
す
る
評
価
指
数
（appreciation 

indice

）
︱
︱
視
聴
者
が
番
組
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
関
心
を
持
ち
、
ま
た
楽
し
ん
だ
か
を
測
定
す
る
︱
︱
は
着
実
に
増
加
し
、
二
月

の
五
八
か
ら
四
月
の
七
〇
を
経
て
五
月
に
は
七
五
、
八
月
の
末
に
は
八
〇
に
達
し
た
。
こ
れ
は
英
国
製
ソ
ー
プ
オ
ペ
ラ
の
平
均
的
な

数
値
よ
り
も
約
一
〇
ポ
イ
ン
ト
高
く
な
っ
て
い
る
。「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
は
視
聴
率
競
争
で
は
Ｉ
Ｔ
Ｖ
に
敗
れ
た
も
の
の
、

評
価
指
数
の
劇
的
な
上
昇
は
、
そ
の
後
の
同
番
組
の
持
続
に
強
固
な
基
盤
を
与
え
る
「
忠
実
な
視
聴
者
」
を
創
造
し
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る）（（
（

。

　
「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
の
視
聴
率
は
、
一
九
八
五
年
九
月
か
ら
番
組
の
開
始
時
間
が
午
後
七
時
三
〇
分
に
移
動
し
た
後
、
急

激
に
上
昇
し
、
一
九
八
六
年
二
月
と
三
月
に
は
、
視
聴
者
数
は
ピ
ー
ク
と
な
る
二
三
〇
〇
万
人
を
記
録
し
た
。
評
価
指
数
も
ま
た
上

が
り
続
け
、
一
九
八
六
年
の
最
初
の
数
か
月
は
ほ
ぼ
八
五
を
記
録
し
た
。
視
聴
者
層
は
各
年
齢
層
に
わ
た
っ
て
お
り
、
特
に
、
伝
統

的
に
テ
レ
ビ
の
視
聴
者
と
し
て
は
獲
得
す
る
の
が
難
し
か
っ
た
テ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
に
人
気
が
あ
っ
た）（（
（

。

お
わ
り
に
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「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
の
予
想
外
の
成
功
は
、
そ
れ
ま
で
リ
ー
ス
流
の
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
理
念
を
守
り
続
け
て
き

た
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
と
っ
て
、「
大
衆
性
」
は
ど
の
程
度
「
質
」
と
両
立
で
き
る
の
か
、
ま
た
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
と
っ
て
中
心
的
な
「
責

任
」
の
概
念
と
ど
う
や
っ
て
調
和
さ
せ
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　
「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
が
持
つ
「
大
衆
性
」
は
、
同
番
組
が
リ
ー
ス
流
の
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
定
義
と
は
極
め
て
曖

昧
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
最
も
低
い
レ
ベ
ル
の
共
通
分
母
」
に
合
わ
せ
た
番
組
を
制
作
す
る
こ
と
に
対
す
る
批

判
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
敵
対
す
る
勢
力
の
み
な
ら
ず
、
放
送
は
大
衆
の
趣
味
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
信
じ
る
Ｂ
Ｂ
Ｃ

内
部
の
人
々
か
ら
も
寄
せ
ら
れ
た
。
ホ
ラ
ン
ド
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
彼
と
ス
ミ
ス
に
対
し
て
大
き
な
裁
量
を
許
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
て

い
る
が
、
一
方
で
、「
我
々
は
、
そ
の
意
味
で
は
、
典
型
的
な
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
人
間
で
は
な
い
。
…
…
［
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
］
幹
部
た
ち
は
、
そ

れ
［
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
］
を
非
常
に
下
品
だ
と
思
っ
て
い
る
。」）

（（
（

と
述
べ
て
、
彼
ら
の
仕
事
が
極
め
て
商
業
的
で
あ
り
、
い
く

つ
か
の
点
で
は
Ｂ
Ｂ
Ｃ
と
い
う
よ
り
も
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
理
念
と
共
通
性
が
多
い
こ
と
を
認
め
て
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
リ
ー
ス
流
の
見
解
は
、
当
時
、
影
響
力
は
依
然
と
し
て
強
い
も
の
の
、
徐
々
に
変

わ
り
つ
つ
あ
っ
た
。
グ
レ
イ
ド
と
パ
ウ
エ
ル
は
、「
大
衆
性
」
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
理
念
と
は
両
立
し
な
い
と
い
う
見
解
︱
︱
こ
う

し
た
見
解
は
、
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
時
代
遅
れ
で
、
目
下
の
者
に
対
し
て
こ
と
さ
ら
腰
を
低
く
し
た
よ
う
な
態
度
で
あ
っ
た
︱
︱
に

異
論
を
唱
え
て
い
た
。
同
時
に
彼
ら
は
、「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
は
基
本
的
に
視
聴
率
稼
ぎ
の
た
め
の
も
の
だ
、
と
い
う
見
方

も
否
定
し
た
。
同
番
組
が
「
最
も
低
い
レ
ベ
ル
の
共
通
分
母
の
た
め
の
番
組
」
だ
と
い
う
見
解
は
、
人
口
の
幅
広
い
層
に
ア
ピ
ー
ル

し
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
「
質
」
の
高
さ
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
見
方
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
パ
ウ
エ
ル
は
次
の
よ
う

に
主
張
す
る
。
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も
し
我
々
が
本
気
で
視
聴
率
を
稼
ご
う
と
し
た
の
な
ら
ば
、
我
々
が
実
際
に
制
作
し
た
よ
う
な
「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
に
は
な
ら
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
が
数
多
く
の
視
聴
者
を
獲
得
し
た
の
は
、
そ
れ
が
質
が
良
く
、
成
熟
し
た
大
人
向
き
の
番
組

で
あ
り
、
視
聴
者
の
言
葉
で
語
り
か
け
た
か
ら
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
成
熟
し
た
レ
ベ
ル
で
彼
ら
に
語
り
か
け
た
ん
だ
。
そ
れ
は
娯
楽
番
組
だ
。

そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
。
た
だ
、
娯
楽
は
軽
蔑
す
べ
き
言
葉
で
は
な
い
。
娯
楽
の
形
式
を
極
め
て
広
く
解
釈
す
れ
ば
、
そ
れ
は
重
要
か
つ
人
間

的
な
諸
問
題
を
提
起
し
て
い
る
ん
だ
。
良
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
悪
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
確
か
に
あ
る
。
で
も
、
年
間
一
〇
四
も
あ
れ
ば
そ
う
な
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
率
直
に
、
一
回
限
り
の
演
劇
と
し
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ）

（（
（

。

　

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、「
大
衆
性
」
は
明
ら
か
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、「
質
」
は
依
然
と
し
て
演
劇
が
持
つ

「
文
化
的
水
準
の
高
さ
」
に
由
来
す
る
基
準
に
基
づ
い
て
定
義
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
グ
レ
イ
ド
と
パ
ウ
エ
ル

は
こ
の
よ
う
に
、「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
を
質
の
高
い
テ
レ
ビ
番
組
で
あ
る
と
熱
心
に
主
張
す
る
一
方
で
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
番
組
全

体
と
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
対
す
る
大
衆
か
ら
の
批
判
と
い
う
文
脈
の
中
で
の
同
番
組
の
戦
略
的
役
割
も
認
識
し
て
い
た
。
グ
レ
イ
ド
は
「
私

の
信
念
は
、
我
々
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
る
必
要
が
あ
る
、
し
か
し
、
そ
れ
は
い
つ
も
、
毎
日
、
毎
週
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。」）

（（
（

と
述
べ
て
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
他
の
番
組
と
の
「
バ
ラ
ン
ス
」
を
と
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
番
組
全

体
、
特
に
「
専
門
的
な
」
番
組
︱
︱
そ
れ
ほ
ど
人
気
の
な
い
番
組
︱
︱
が
存
在
し
続
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
き
た
と
主
張
し
て
い
る
。

　

前
記
に
示
し
た
グ
レ
イ
ド
と
パ
ウ
エ
ル
の
主
張
は
、
商
業
テ
レ
ビ
放
送
の
開
始
以
来
、「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
が
直
面
し
て
き

た
ジ
レ
ン
マ
を
反
映
し
て
い
る
。
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
受
信
許
可
料
の
独
占
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
芸
術
的
な
意
味
で
の
「
質
」
と
「
責

任
」
を
有
す
る
番
組
を
制
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
独
占
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
あ
る
特
定
の
少
数
者
で
は
な
く
、
国
民
全
体

に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
支
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
、
Ｉ
Ｔ
Ｖ
と
合
理
的
な
視
聴

者
の
数
を
め
ぐ
っ
て
競
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
グ
レ
イ
ド
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
、
教
育
を
受
け
た
中
産
階
級
に
だ
け



3(7

英国テレビドラマ「イーストエンダーズ」の制作にみる 「大衆性」と「公共サービス放送」の理念

奉
仕
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
に
は
抵
抗
し
て
き
た
。
し
か
し
、
徐
々
に
縮
小
す
る
視
聴
者
の
数
、
政
府
が
推
進
す
る
自
由
市
場
経

済
と
い
う
文
脈
の
中
で
、「
大
衆
性
」
と
少
数
派
の
趣
味
の
間
で
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
す
る
と
い
う
デ
リ
ケ
ー
ト
な
試
み
は
、
必
然
的

に
不
確
実
性
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
意
味
で
、「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
の
「
大
衆
性
」
と
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
理
念
を
調
和
さ
せ
る
試
み
は
、
リ
ー

ス
流
の
伝
統
か
ら
さ
ら
に
一
歩
遠
ざ
か
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
確
か
に
「
質
」
の
定
義
や
、
人
気
番
組
は
視
聴
者
を
あ
ま
り
人
気

の
な
い
専
門
的
な
番
組
へ
誘
導
す
る
た
め
の
「
撒
き
餌
」
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
考
え
方
な
ど
、
基
本
的
な
リ
ー
ス
流
の
見
解
は

多
く
残
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
ド
ラ
マ
の
主
題
が
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
外
側
の
視
点
か
ら
設
定
さ
れ
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
続
く
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
一
つ

の
象
徴
に
な
っ
た
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

　

テ
レ
ビ
番
組
制
作
は
、
番
組
を
制
作
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
視
聴
者
も
ま
た
創
造
し
て
い
る
。
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー

ズ
」
を
制
作
し
た
当
初
の
目
的
の
一
つ
は
、
Ｉ
Ｔ
Ｖ
と
の
視
聴
者
獲
得
競
争
で
遅
れ
を
と
っ
て
い
た
夕
方
の
時
間
帯
に
多
く
の
視
聴

者
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
番
組
が
常
に
視
聴
者
率
を
稼
ぐ
こ
と
だ
け
が
目
的
だ
っ
た
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ

る
。
確
か
に
視
聴
率
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
の
、
そ
れ
以
外
に
も
多
く
の
要
因
︱
︱
ロ
ン
ド
ン
と
い
う
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
、
労
働
者
階
級
と
移
民
の
居
住
地
区
と
い
う
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
視
聴
者
調
査
の
結
果
に
対
す
る
番
組
制
作
者
の
直
感
的
判
断
の

尊
重
、
幅
広
い
人
種
と
年
齢
層
か
ら
な
る
多
様
な
登
場
人
物
と
、
そ
の
登
場
人
物
の
多
様
性
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会

的
争
点
と
の
関
わ
り
︱
︱
が
「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
制
作
の
方
程
式
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
英
国
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
下
で
促
進
さ
れ
た
「
競
争
と
選
択
」
と
い
う
状
況
の
中
で
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
、「
大
衆
性
」
を

単
な
る
視
聴
率
稼
ぎ
で
は
な
く
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
一
つ
の
要
素
と
し
て
連
続
ド
ラ
マ
に
組
み
込
む
こ
と
で
視
聴
者
を
創
造
し
た
過

程
を
考
察
し
た
。
今
後
は
、
こ
の
「
大
衆
性
」
が
、
そ
の
後
の
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
番
組
制
作
の
方
針
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
、
そ
の
こ
と

が
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
時
代
の
危
機
を
乗
り
越
え
、
今
日
に
至
る
ま
で
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
放
送
を
継
続
す
る
上
で
ど
の
よ
う
な
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意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
ろ
う
。

（
1
）　

一
九
七
四
年
に
設
置
さ
れ
た
「
放
送
の
将
来
に
関
す
る
委
員
会
」（T

he Com
m

ittee on the Future of Broadcasting

）
の
こ

と
。
通
常
、
委
員
長
の
ア
ナ
ン
卿
（Load A

nnan

）
の
氏
名
を
つ
け
て
ア
ナ
ン
委
員
会
（T

he A
nnan Com

m
ittee

）
と
呼
ば
れ
る
。

Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
国
王
か
ら
与
え
ら
れ
る
特
許
状
（Royal Charter

）
が
そ
の
存
立
根
拠
と
な
っ
て
い
る
が
、
特
許
状
の
有
効
期
間
の
終
わ
り

が
近
づ
く
と
、
政
府
が
放
送
調
査
委
員
会
を
設
置
し
て
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
あ
り
方
や
放
送
界
の
将
来
像
に
つ
い
て
審
議
を
し
、
そ
の
報
告
書
に

基
づ
い
て
放
送
政
策
の
策
定
や
放
送
法
の
改
定
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。

（
2
）　

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
が
率
い
る
保
守
党
政
府
は
、
一
九
八
八
年
一
一
月
に
『
90
年
代
に
お
け
る
放
送
：
競
争
、
選
択
、

そ
し
て
質
』
と
題
す
る
放
送
規
制
の
た
め
の
計
画
書
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
が
一
貫
し
て
求
め
て
き
た
放
送
業
界
に
お

け
る
自
由
競
争
の
促
進
の
姿
勢
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
が
放
送
界
の
秩
序
に
も
た
ら
し
た

変
化
を
「
競
争
と
選
択
」
と
い
う
言
葉
で
表
す
こ
と
に
す
る
。H

om
e O

ffi
ce, Broadcasting in the ʻ90: Com

petition, Choice 
and Q

uality　

T
he G

overnm
entʼs Plans for Broadcasting Legislation, Presented to Parliam

ent by the Secretary of 
State for the H

om
e D

epartm
ent by Com

m
and of H

er M
ajesty, N

ovem
ber 1988, H

M
SO

.

（
3
）　

英
国
に
お
け
る
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
理
念
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
５　

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
）。

（
（
）　

具
体
的
に
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
は
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
広
告
放
送
導
入
に
よ
る
民
間
放
送
と
の
競
争
を
、
Ｉ
Ｔ
Ｖ
に
放
送
免
許
の
競
争
入
札

制
度
を
持
ち
込
も
う
と
し
、
結
果
と
し
て
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
へ
の
広
告
放
送
導
入
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、「
一
九
九
〇
年
放
送
法
」（T

he 
Broadcasting A

ct 1990

）
の
成
立
に
よ
っ
て
一
九
九
一
年
に
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
免
許
の
競
争
入
札
が
実
施
さ
れ
た
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
下
で

進
め
ら
れ
た
「
放
送
改
革
」
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
飯
塚
浩
一
「
英
国
に
お
け
る
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
に
つ
い
て
の
一
考
察
︱
サ
ッ

チ
ャ
ー
政
権
の
「
放
送
改
革
」
と
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
」
の
変
容
を
中
心
に
︱
」（『
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
』
第
八
号
、
一
九
九
九
年
三
月
、
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メ
デ
ィ
ア
史
研
究
会
）
お
よ
び
、
蓑
葉
信
弘
『
Ｂ
Ｂ
Ｃ
イ
ギ
リ
ス
放
送
協
会　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
サ
ー
ビ
ス
放
送
の
伝
統
』（
東
信
堂
、
二

〇
〇
二
年
）
の
第
五
章
「
公
共
放
送
の
危
機
︱
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
登
場
」
を
参
照
。

（
(
）　

例
え
ば
、
次
の
文
献
を
参
照
︱
飯
塚
浩
一
「
英
国
に
お
け
る
政
治
と
放
送
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
︱
サ
ッ

チ
ャ
ー
政
権
下
に
お
け
る
テ
レ
ビ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
「
公
平
性
」
︱
」（『
東
海
大
学
紀
要
文
学
部
』
第
六
七
輯
、
一
九
九
七
年
九

月
）、
飯
塚
「
英
国
に
お
け
る
放
送
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
統
制
手
段
と
そ
の
影
響
︱
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
対
す
る
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
の
攻
撃
を
中
心

に
︱
」（『
東
海
大
学
紀
要
文
学
部
』
第
七
一
輯
、
一
九
九
九
年
九
月
）。

（
6
）　
「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
第
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
（
Ｂ
Ｂ
Ｃ
１
）
で
一
九
八
五
年
か
ら
放
送
さ
れ
続
け
て
い
る
ソ
ー
プ

オ
ペ
ラ
（soap opera
、
大
衆
の
日
常
生
活
に
起
こ
る
様
々
な
出
来
事
を
描
く
連
続
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
）
で
あ
り
、
ロ
ン
ド
ン
の
イ
ー
ス

ト
・
エ
ン
ド
（East End
）
と
呼
ば
れ
る
下
町
に
設
定
さ
れ
た
架
空
の
地
区
ア
ル
バ
ー
ト
・
ス
ク
エ
ア
（A

lbert Square

）
に
集
う

人
々
の
生
活
を
描
き
、
そ
の
時
々
の
社
会
的
争
点
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
週
二
回
の
放
送
に
加
え
て
、
日
曜
日
に
二
回
分
の
再

放
送
を
行
っ
て
い
る
。
渡
辺
時
夫
『
英
国
を
知
る
辞
典
』
研
究
社
出
版
、
一
九
九
三
年
、
一
一
八
頁
参
照
。

（
7
）　D

avid Buckingham
, ʻCreating the A

udienceʼ, in Edw
ard Buscom

be (ed.(, B
ritish T

elevision: A
 R

eader, 
Clarendon Press, 2001.

（
8
）　Ralph N

egrine, Politics and the M
ass M

edia in Britain, Second edition, Routledge, 199（, p.86. 

参
照
。
な
お
、
Ｉ
Ｔ

Ｖ
の
成
功
の
理
由
を
、
蓑
葉
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
番
組
の
成
功
の
秘
密
は
、
そ
の
庶
民
性
︱
大
衆
の
欲
す
る
も

の
を
与
え
よ
う
と
い
う
姿
勢
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
長
い
間
に
視
聴
者
の
意
向
を
入
れ
る
姿
勢
も
見
せ
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と

は
い
え
、
い
ま
だ
に
「
我
々
が
国
民
に
与
え
る
の
は
、
我
々
が
彼
ら
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
だ
」
と
い
う
リ
ー
ス
の
エ

リ
ー
ト
思
想
か
ら
抜
け
き
れ
な
い
の
と
比
べ
て
決
定
的
な
違
い
だ
っ
た
。」
蓑
葉
、
前
掲
書
、
七
〇
頁
。

（
9
）　

視
聴
率
調
査
機
関
Ｂ
Ａ
Ｒ
Ｂ
に
よ
れ
ば
、
約
三
〇
年
後
の
一
九
九
六
年
の
英
国
テ
レ
ビ
視
聴
者
シ
ェ
ア
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
四
四
・
〇

パ
ー
セ
ン
ト
、
Ｉ
Ｔ
Ｖ
が
三
五
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
４
が
一
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
衛
星
・
ケ
ー
ブ
ル
放
送
が
一
〇
・
一

パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
民
間
地
上
波
放
送
の
合
計
は
四
五
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
Ｂ
Ｂ
Ｃ
を
わ
ず
か
に
上
回
っ
た
。『
放
送
研
究
と

調
査
』
一
九
九
七
年
三
月
号
、
七
八
頁
に
記
載
さ
れ
たBroadcasting, 1997.1.17
の
記
事
紹
介
を
参
照
。

（
10
）　

こ
の
問
題
に
関
す
る
政
府
か
ら
の
圧
力
に
つ
い
て
、
ケ
ビ
ン
・
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
こ
の
こ
と
は
、
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当
時
の
内
務
大
臣
レ
オ
ン
・
ブ
リ
タ
ン
（Leon Brittan

）
が
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
「
ソ
ー
ン
・
バ
ー
ズ
」（T

he 
T

horn Birds

）
を
購
入
し
て
、
そ
れ
を
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
人
気
ド
ラ
マ
で
あ
る
「
ブ
ラ
イ
ド
シ
ェ
ッ
ド
・
リ
ヴ
ィ
ス
テ
ッ
ド
」（Brideshead 

R
evisted

） 

と
同
じ
時
間
帯
に
ぶ
つ
け
る
と
い
う
決
定
を
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
指
摘
し
た
。
ブ
リ
タ
ン
は
こ
の
決
定
に
つ
い
て
Ｂ
Ｂ
Ｃ

に
書
簡
を
出
し
、「
な
ぜ
、
一
般
民
衆
に
対
す
る
税
金
で
賄
わ
れ
て
い
る
放
送
事
業
が
…
…
商
業
放
送
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
番
組
と
区

別
が
つ
か
な
い
よ
う
な
番
組
を
提
供
す
る
た
め
に
そ
の
資
源
を
浪
費
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
」
と
尋
ね
た
。
彼
は
、「
ダ
ラ
ス
」

（D
allas

）、「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」、「
ウ
ォ
ー
ガ
ン
」（W

ogan

） 

と
い
っ
た
番
組
を
放
送
す
る
こ
と
に
ど
ん
な
公
共
的
利
益
が
あ
る

の
か
、
を
問
う
こ
と
で
批
判
を
展
開
し
た
。」 Kevin W

illiam
s, G

et m
e a M

urder a D
ay!: A

 H
istory of M

ass Com
m

unication 
in Britain, A

rnold, 1998, p.173.

（
11
）　

ア
ナ
ン
卿
（
石
川
旺
訳
）「
公
共
サ
ー
ビ
ス
放
送
︱
英
国
に
お
け
る
論
争
」（『
放
送
学
研
究
』
第
39
号
、
一
九
八
九
年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放

送
文
化
研
究
所
）、
八
四
頁
。

（
12
）　
「
規
制
さ
れ
た
多
様
性
」
に
つ
い
て
、
ア
ナ
ン
委
員
会
の
報
告
書
は
、
次
の
よ
う
に
提
言
し
て
い
る
。「
も
し
す
べ
て
の
新
し
い
［
放

送
］
事
業
が
複
占
状
況
の
中
で
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
新
し
い
形
式
の
放
送
は
妨
害
さ
れ
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
か
な
り
の

数
の
人
々
が
、
複
占
は
［
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
の
物
語
に
出
て
く
る
］
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
家
と
キ
ャ
ピ
ュ
レ
ッ
ト
家
の
間
の
不
和
に
似

て
、
そ
こ
で
は
大
衆
に
と
っ
て
の
利
益
と
ニ
ー
ズ
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
と
Ｉ
Ｂ
Ａ
に
と
っ
て
の
利
益
と
ニ
ー
ズ
よ
り
も
重
要
性
が
低
い
と
み
な
さ

れ
て
い
る
、
と
不
満
を
述
べ
て
い
る
。
我
々
は
、
複
占
が
我
々
が
そ
の
後
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
期
間
中
に
終
焉
を
迎
え
る
べ
き
だ
と
信

じ
て
い
る
。」H

om
e O

ffi
ce, R

eport of the Com
m

ittee on the Future of Broadcasting, Cm
nd. 67(3, H

er M
ajestyʼs Sta

tionery O
ffi

ce, M
arch 1977, p.29.

な
お
、
ア
ナ
ン
委
員
会
の
提
言
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
︱
︱
中
村
美
子
「
放
送
が

提
供
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
は
～
イ
ギ
リ
ス
の
Ｂ
Ｂ
Ｃ
財
源
論
議
か
ら
の
一
考
察
～
」（『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
調
査
研
究
年
報
』
第
四
五
集
、

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）、
お
よ
び
、
蓑
葉
、
前
掲
書
、
九
四
︱
九
八
頁
。

（
13
）　

豊
永
郁
子
『
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
世
紀
︱
作
用
の
政
治
学
へ
︱
』
創
文
社
、
一
九
九
八
年
、
三
三
︱
三
五
頁
参
照
。

（
1（
）　John Cain, T

he BBC: 70 years of broadcasting, BBC, 1992, pp.11011(.

参
照
。

（
1(
）　
『
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
オ
ウ
ン
』（W

om
anʼs O

w
n

）
誌
一
九
八
七
年
一
〇
月
三
一
日
号
（
八
︱
一
〇
頁
）
に
掲
載
さ
れ
た
、
サ
ッ

チ
ャ
ー
首
相
に
対
し
て
一
九
八
七
年
九
月
二
三
日
に
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
一
部
。
な
お
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
の
唱
え
る
「
社
会
」
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の
意
味
に
つ
い
て
は
、
ア
ナ
ン
卿
の
次
の
言
葉
を
参
照
︱
︱
「
社
会
と
い
う
概
念
も
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
る
。
社
会
は
、
家
族
か
ら
労

働
組
合
ま
で
、
数
多
く
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
任
意
組
織
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
社
会
は
個
々
の
市
民
間
の
関
係
が
織
り
な
す
き
わ
め

て
複
雑
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
は
固
有
の
文
化
を
持
っ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
文
化
の
次
元
か
ら
社
会

を
分
析
す
る
。」
ア
ナ
ン
卿
（
石
川
旺
訳
）、
前
掲
論
文
、
七
二
頁
。

（
16
）　
「
コ
ロ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
蓑
葉
の
解
説
を
参
照
︱
︱
「
イ
ギ
リ
ス
で
最
も
長
続
き
し
か
つ
最
も
人

気
の
あ
る
テ
レ
ビ
番
組
は
、
一
九
六
〇
年
一
二
月
か
ら
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
ネ
ッ
ト
で
放
送
さ
れ
て
い
る
グ
ラ
ナ
ダ
・
テ
レ
ビ
制
作
の
『
コ
ロ
ネ
ー

シ
ョ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
』
と
い
う
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
の
町
の
同
じ
町
内
に
住
む
人
々
の
日
常
生
活
を
描
い
た
い
わ
ゆ
る
ソ
ー
プ
・
オ

ペ
ラ
で
（
初
め
は
週
に
二
回
、
現
在
は
三
回
の
放
送
）、
四
〇
年
後
の
現
在
も
常
に
視
聴
率
ト
ッ
プ
の
座
を
争
っ
て
い
る
怪
物
番
組
で
あ

る
。」
蓑
葉
信
弘
『
Ｂ
Ｂ
Ｃ
イ
ギ
リ
ス
放
送
協
会　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
サ
ー
ビ
ス
放
送
の
伝
統
』
東
信
堂
、
二
〇
〇
二
年
、
六
九
︱
七
〇
頁
。

（
17
）　John Cain, op. cit., pp.126127.

参
照
。
な
お
、
レ
ズ
・
ク
ッ
ク
（Lez Cooke

）
に
よ
れ
ば
、
英
国
映
画
の
研
究
が
盛
ん
な
の

に
比
べ
て
、
一
九
七
〇
・
八
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
数
冊
の
文
献
や
論
文
を
除
き
、
英
国
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
歴
史
は
最
近
ま
で
ほ
と
ん
ど

記
録
・
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
学
術
的
な
研
究
は
一
九
七
〇
年
代
末
頃
か
ら
行
わ
れ
始
め
、
一
九
八
一
年
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ン
ト

（George Bandt

）
が
編
集
し
たBritish T

elevision D
ram

a

が
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
本
格
的
に
研
究
し
た
最
初
の
文
献
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
一
九
五
五
年
以
前
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
ほ
ぼ
研
究
対
象
か
ら
は
ず
れ
て
お
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
も
含
む
テ
レ
ビ
放
送
の
初
期
の

二
〇
年
間
に
放
送
さ
れ
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
つ
い
て
の
最
初
の
研
究
成
果
は
、
ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
ヤ
コ
ブ
（Jason Jacob

）
のT

he 
Intim

ate Screen: E
arly T

elevision D
ram

a

で
あ
る
。Ibid., pp.16.

参
照
。

（
18
）　

ジ
ュ
リ
ア
・
ス
ミ
ス
は
多
く
の
実
績
を
持
つ
テ
レ
ビ
番
組
制
作
の
専
門
家
。
ア
シ
ス
タ
ン
ト
・
フ
ロ
ア
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
Ｂ

Ｂ
Ｃ
で
の
キ
ャ
リ
ア
を
開
始
し
、
そ
の
後
、「
ド
ク
タ
ー
・
フ
ィ
ン
レ
イ
ズ
・
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
」（D

r Finlayʼs Casebook

）、「
ニ
ュ
ー

カ
マ
ー
ズ
」（T

he N
ew

com
ers

）、「
ゼ
ッ
ト
・
カ
ー
ズ
」（Z Cars

）、「
レ
イ
ル
ウ
ェ
イ
・
チ
ル
ド
レ
ン
」（T

he R
ailw

ay 
Children

）
の
よ
う
な
人
気
番
組
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
務
め
た
。
彼
女
が
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
後
に
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
務
め
た
「
エ
ン

ジ
ェ
ル
ズ
」（A

ngels

）
は
、
病
院
内
を
舞
台
に
し
た
週
二
回
放
送
の
連
続
ド
ラ
マ
で
あ
っ
た
が
、
現
代
的
な
社
会
問
題
を
現
実
的
に
、

時
に
は
論
争
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
扱
い
で
描
い
た
こ
と
で
視
聴
者
か
ら
多
く
の
共
感
を
得
た
。
ト
ニ
ー
・
ホ
ラ
ン
ド
は
台
本
作
家
。
ス

ミ
ス
と
ホ
ラ
ン
ド
が
組
ん
で
制
作
し
た
番
組
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
「
ゼ
ッ
ト
・
カ
ー
ズ
」
か
ら
始
ま
り
、「
エ
ン
ジ
ェ
ル
ズ
」
を
経
て
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「
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
ナ
ー
ス
」（D

istrict N
urse

）
に
至
る
。D

avid Buckingham
, op. cit., p.1（9.

参
照
。

（
19
）　D

avid Buckingham
, op. cit., p.1（6.

（
20
）　Ibid., pp.1（61（7.

参
照
。

（
21
）　BBC, B

i-w
eekly Serial: T

he A
ppeal of D

ifferent R
egional and Social C

lass C
oncepts, BBC Broadcasting 

Research Social Report, February 198（.

（
22
）　D

avid Buckingham
, op. cit., p.1（7.

参
照
。

（
23
）　Lez Cooks, op. cit., p.33.

参
照
。

（
2（
）　Laurie T

aylor &
 Bob M

ullan, U
ninvited G

uests: the Intim
ate Secrets of T

elevision and R
adio, Chatto &

 
W

indus, 1986.

（
2(
）　D

avid Buckingham
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ま
た
、
ス
ミ
ス
と
ホ
ラ
ン
ド
は
、
自
分
た
ち
は
反
エ
リ
ー
ト
主
義
者
で
あ
り
、
大
衆
的
な
ド
ラ
マ
を
制
作
し
て
い
る

と
主
張
し
た
。
こ
の
意
味
で
は
、「
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
」
は
彼
ら
の
以
前
の
作
品
で
あ
る
「
ゼ
ッ
ト
・
カ
ー
ズ
」
や
「
エ
ン
ジ
ェ
ル

ズ
」
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
彼
ら
は
ま
じ
め
で
難
解
な
ド
ラ
マ
を
少
数
の
視
聴
者
の
た
め
に
制
作
す
る
こ
と
に
は
興
味
が
な
か
っ
た
。
例
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え
ば
ホ
ラ
ン
ド
は
、
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
「
彼
ら
［
非
主
流
派
の
劇
作
家
た
ち
］
は
我
々
が
潜
り
抜
け
て
き

た
よ
う
な
闘
争
を
経
験
し
て
い
な
い
。
…
…
我
々
は
通
り
で
何
が
起
き
て
い
る
か
を
実
際
に
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
我
々
が
そ
れ

［
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ダ
ー
ズ
］
の
ひ
ら
め
き
を
得
た
理
由
だ
…
…
。（
中
略
）
私
は
私
の
た
め
に
番
組
を
作
り
た
く
な
い
。
ジ
ュ
リ
ア
は
彼
女

の
た
め
に
作
り
た
い
と
は
考
え
て
い
な
い
。
我
々
は
彼
ら
の
た
め
に
作
っ
て
い
る
の
だ
。」
と
語
っ
て
い
る
。Ibid., p.16(.

（
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（
38
）　 Ibid., p.168.


