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新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
報
道
で
目
に
し
た
方
も
多
い
か
と

思
い
ま
す
が
、
小
中
学
校
の
次
期
学
習
指
導
要
領
で
は
、
江

戸
時
代
の
「
鎖
国
」
の
表
記
が
消
え
、「
聖
徳
太
子
」
も
小

学
校
で
は
「
聖
徳
太
子
（
厩う

ま
や
ど戸
王
）」、
中
学
校
で
は
「
厩
戸

王
（
聖
徳
太
子
）」
と
教
科
書
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
江
戸
幕
府
の
対
外
政
策
を
示
す
用
語
と
し
て
使

わ
れ
て
き
た
「
鎖
国
」
は
、「
江
戸
後
期
に
オ
ラ
ン
ダ
語
を

訳
し
た
言
葉
で
あ
り
、
実
際
は
長
崎
（
出
島
）
や
対
馬
を
窓

口
と
し
て
交
易
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
幕
府
の
政
策

で
は
な
か
っ
た
と
す
る
研
究
成
果
が
反
映
さ
れ
た
も
の
」
と

解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
聖
徳
太
子
は
厩
戸
王
の
没
後
の
呼
び
名
で
あ
り
、

人
物
に
親
し
む
小
学
校
の
歴
史
学
習
で
は
、「
聖
徳
太
子
（
厩

戸
王
）」、史
実
を
学
ぶ
中
学
校
で
は
「
厩
戸
王
（
聖
徳
太
子
）」

の
表
記
と
な
り
ま
す
。

　

三
〇
年
も
前
の
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
筆
者
が
高
校
の
日

本
史
で
教
わ
っ
た
、
髪
は
ザ
ン
バ
ラ
髪
で
口
と
顎
に
髭
が
あ

り
、右
肩
側
に
刀
を
負
い
、鎧よ

ろ
いを
身
に
着
け
馬
に
跨
ま
た
が

っ
た
「
足

利
尊
氏
」
像
は
、
大
学
の
講
義
で
「
あ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
」

と
教
わ
り
、
そ
の
研
究
成
果
と
し
て
現
在
は
足
利
尊
氏
で
は

な
く
「
騎
馬
武
者
像
」
と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
少

し
前
の
話
と
な
り
ま
す
が
、
日
本
考
古
学
界
最
大
の
問
題
と

な
っ
た
「
旧
石
器
捏ね

つ
ぞ
う造
事
件
」
に
関
連
し
て
、
小
学
校
の
教

科
書
か
ら
旧
石
器
時
代
の
表
記
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
奈
良

県
飛
鳥
池
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
「
富ふ

ほ
ん
せ
ん

本
銭
」
の
製
作
跡
な
ど

が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
「
和

わ
ど
う
か
い
ほ
う（
ち
ん
）

同
開
珎
」
が
日
本
初
の
流
通
貨

幣
で
無
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
こ
れ
も
姿
を
消
し
ま
し
た
。
日

本
最
大
規
模
の
前
方
後
円
墳
と
し
て
大
阪
府
堺
市
に
あ
る

「
仁
徳
天
皇
陵
」
と
し
て
教
わ
っ
た
古
墳
も
現
在
は
、
歴
史
・

考
古
学
の
研
究
の
進
展
に
よ
り
仁
徳
天
皇
の
墓
と
の
確
証
が

得
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
「
大

だ
い
せ
ん
り
ょ
う

仙
陵
古
墳
（
伝・仁
徳
天
皇
陵
）」

と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

小
山
市
・
下
野
市
・
壬
生
町
周
辺
に
も
多
く
の
古
墳
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
下
毛
野
地
域
の
首
長
墓
で
あ
る
一
二
〇
㍍

を
超
す
よ
う
な
巨
大
な
前
方
後
円
墳
で
あ
っ
て
も
個
人
を
特

定
す
る
、
あ
る
い
は
特
定
の
一
族
の
墓
で
あ
っ
た
と
言
う
こ

と
は
、
現
段
階
で
は
学
術
的
に
不
可
能
で
す
。
九
州
地
方
か

ら
岩
手
県
付
近
ま
で
七
万
基
以
上
の
前
方
後
円
墳
が
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
う
ち
誰
の
墓
と
推
定
で
き
る
古

墳
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
を
推
定
す
る
方
法
と

し
て
学
術
的
な
発
掘
調
査
に
よ
る
研
究
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

古
墳
か
ら
特
定
の
人
物
を
推
定
す
る
の
は
難
し
い
の
で
す
が
、

平
成
二
七
年
度
に
調
査
し
た
下
野
薬
師
寺
跡
に
隣
接
す
る

落お
ち
う
ち内
遺
跡
で
は
、
下
野
薬
師
寺
が
創
建
さ
れ
る
前
段
階
の
立

派
な
塀
に
囲
ま
れ
た
巨
大
な
掘
立
柱
建
物
群
が
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
土
器
は
、
奈
良
県
山
田
寺
跡

整
地
層
出
土
土
器
や
大
阪
府
難な

に
わ
み
や

波
宮
跡
出
土
の
土
器
と
ほ
と

ん
ど
同
じ
大
き
さ
や
形
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
六
四
〇

～
五
〇
年
頃
の
も
の
と
想
定
さ
れ
ま
す
。
こ
の
実
年
代
は
、

残
さ
れ
た
文
献
史
料
や
出
土
し
た
木
簡
の
記
載
か
ら
特
定
の

年
代
が
割
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
下
野
薬
師
寺
を
建
立
す
る

直
前
、
こ
の
広
大
な
土
地
に
竪
穴
建
物
跡
と
は
別
格
の
建
物

群
を
建
て
、
そ
の
二
～
三
〇
年
後
に
壮
麗
な
下
野
薬
師
寺
を

建
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
古
麻
呂
を
輩
出
し
た
下
毛

野
一
族
と
想
定
さ
れ
ま
す
。
出
土
し
た
遺
物
の
年
代
や
各
遺

構
の
様
相
、
歴
史
的
背
景
と
な
る
土
地
利
用
の
在
り
方
、
わ

ず
か
に
残
さ
れ
た
文
献
史
料
な
ど
を
複
雑
に
積
み
上
げ
る
こ

と
で
初
め
て
、
そ
の
遺
跡
の
評
価
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
一

朝
一
夕
に
歴
史
が
変
わ
り
、
簡
単
に
歴
史
が
判
明
す
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
土
地
に
根
差
し
た
歴
史
は
、
長
い

間
そ
の
地
域
で
守
り
継
が
れ
て
保
護
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

史
跡
や
遺
跡
は
不
動
産
的
歴
史
資
産
で
す
。
小
さ
な
地
域
の

皆
さ
ん
の
文
化
財
の
保
護
意
識
が
、
や
が
て
日
本
の
歴
史
を

変
え
る
よ
う
な
大
き
な
発
見
に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。
そ
の

た
め
に
は
地
道
な
保
護
と
研
究
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

歴
史
は
変
わ
る


