
創
立
五
十
周
年

日
本
テ
レ
マ
ン
協
会

緬

集

部

協
力

日
本
テ
レ
マ
ン
協
会

日
本
子
レ
マ
ン
協
会
と
は

既
に
こ
の
会
誌
で
、
何
度
も
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
日
本
テ

レ
マ
ン
協
会
と
は
、

延
原
武
春
氏

〈千
二
小
二
十
七
回
生
)

に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
バ
ロ
ッ
ク
か
ら
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
ま
で

を
専
門
と
す
る
室
内
楽
団
で
す
。
「
テ
レ
マ
ン
室
内
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
」
と
「
テ
レ
マ
ン
室
内
合
唱
団
」
と
有
し
、
ま
た
「
日
本
テ

レ
マ
ン
協
会
後
援
会
」
と
い
う
支
援
団
体
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
い

ま
す
。

氏
が
、
上
野
の
東
京
文
化
会
館
小
ホ

l
ル
で
開
か
れ
た
何
度

目
か
の
定
期
演
奏
会
で
挨
拶
さ
れ
た
折
、
「
テ
レ
マ
ン
っ
て
日
本

人
に
馴
染
み
が
薄
く
、

テ
レ
ビ
・
マ
ン
ガ
の
こ
と
か
と
思
っ
て

い
る
人
が
多
い
」
と
聴
衆
を
笑
わ
せ
て
お
り
ま
し
た
が
、
確
か

に
私
(
萩
原
)
の
よ
う
に
「
花
よ
り
団
子
(
お
酒
)
」
派
に
は
、

彼
に
よ
っ
て
初
め
て
知
っ
た
名
前
で
あ
り
ま
す
。

設
立
は
1
9
6
3
年
。
当
時
大
阪
音
楽
大
学
の
学
生
だ
っ
た

延
原
武
春
氏
が
「
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
の
普
及

・
啓
蒙
」

と

「
楽
し

さ
」
を
テ
l
マ
に
、
新
し
い
演
奏
会
の
可
能
性
を
追
求
す
ベ
く

「
テ
レ
マ
ン

・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
」
を
結
成
し
た
の
が
そ
の
始
ま

り
で
す
。
「
定
期
演
奏
会
」
の
ほ
か
、
聴
衆
と
と
も
に
サ
ロ
ン
を

形
成
し
よ
う
と
し
た
「
マ
ン
ス
リ
l
コ
ン
サ
ー
ト
」
、
宗
教
音
楽

を
教
会
の
聖
堂
で
奏
で
る
「
教
会
音
楽
シ
リ
ー
ズ
」
な
ど
を
軸

と
し
、
関
西
を
中
心
に
全
国
的
な
活
動
を
展
開
。

1
9
7
7
年

「文
化
庁
芸
術
祭
優
秀
賞
」
、

1
9
8
6
年
「
第
1
7
回
サ
ン
ト

リ
ー
音
楽
賞
」
を
関
西
の
団
体
と
し
て
初
め
て
受
賞
し
ま
し
た
。

2
0
0
8
年
に
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
を
ク
ラ
シ
カ

ル
楽
器
に
て
公
演
。
こ
れ
が
引
き
金
と
な
っ
て
延
原
氏
は
2
0

0
9
年
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
よ
り
功
労
勲
章
を
受
章
し
ま
し
た
。

以
後
氏
は
日
本
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
、
大
阪
フ
ィ
ル

ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
な
ど
を
指
揮
し
た
こ
と
は
皆
さ
ん
に
と

っ
て
も
記
憶
に
新
し
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

2
0
1
1
年。

代
表
が
延
原
氏
か
ら
中
野
順
哉
氏
に
交
代
。

現
在
は
「
音
楽
団
体
が
社
会
に
対
し
て
出
来
る
こ
と
」
を
テ
ー

マ
に
、
「
琵
琶
湖
の
水
質
浄
化
」
「
街
と
音
の
コ
ラ
ポ
レ

l
シ
ヨ

ン
」
「
ボ
ル
ネ
オ
の
森
林
保
全
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
「
関
西
発
ク
ラ

シ
ッ
ク
『
国
産
』
宣
言
」
を
は
じ
め
様
々
な
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
か
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か
げ
た
新
し
い
団
体
と
し
て
生
れ
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

テ
レ
マ
ン
と
は

ゲ
オ
ル
ク
・
フ
イ
リ
ッ
プ
・
テ
レ
マ
ン
。

1
6
8
1
年
3
月
1
4
日
1
1
7
6
7
年
6
月
2
5
日。

後
期
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
の
ド
イ
ツ
人
作
曲
家
。
バ
ッ
ハ
、
へ
ン

デ
ル
も
足
元
に
及
ば
な
い
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
作
曲
家
で
、

大
変
な
大
作
家
と
し
て
有
名
で
す
。
延
原
武
春
氏
は
テ
レ
マ
ン

の
自
叙
伝
に
あ
っ
た
『
人
が
喜
ぶ
た
め
に
作
曲
し
て
い
る
」
と

い
う
言
葉
に
感
銘
を
受
け
、
彼
の
名
を
か
か
げ
た
グ
ル
ー
プ
を

結
成
し
ま
し
た
。
代
表
的
な
作
品
は
「
食
卓
の
音
楽
」
と
い
う

曲
集
。
食
事
の
時
に
奏
で
る
曲
集
と
い
う
発
想
自
体
に
テ
レ
マ

ン
独
自
の
人
に
対
す
る
優
し
さ
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。大

変
面
倒
見
の
良
い
人
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
バ
ッ
ハ
の
次

男
の
名
付
け
親
で
も
あ
り
、
ま
た
自
身
が
ハ
ン
ブ
ル
グ
で
臨
終

の
時
を
迎
え
る
際
、
後
継
者
に
そ
の
「
次
男
」
を
名
指
し
た
と

い
う
逸
話
も
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
へ
ン
デ
ル
と
の
親
交
は
深

く
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
様
々
な
珍
し
い
植
物
を
へ
ン
デ
ル
は
彼
宛

人
が
、
学
生
の
身
の
ま
ま
学
校
を
飛
び
出
し
て
演
奏
活
動
を
始

め
た
。
当
時
彼
ら
の
通
っ
て
い
た
大
阪
音
楽
大
学
で
は
学
生
の

演
奏
活
動
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
規
則
を
理
不
尽
に
思
う

と
同
時
に
、
学
校
で
教
え
ら
れ
る
音
楽
、
あ
る
い
は
一
般
に
「
素

晴
ら
し
い
」
と
評
さ
れ
て
い
た
当
時
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
音
楽

に
対
す
る
不
満
が
彼
ら
を
動
か
し
た
。

彼
ら
の
目
指
し
た
の
は
「
小
人
数
」
で
奏
で
る
室
内
音
楽
。

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
指
揮
者
が
統
率
す
る
秩
序
先
行
の
音
楽
で
は

な
く
、
奏
者
の
テ
ン
シ
ョ
ン
・
温
度
が
直
接
交
わ
る
、
同
時
進

行
的
な
「
生
々
し
い
」
音
楽
。
そ
ん
な
思
い
を
引
っ
提
げ
て
、

最
初
に
ス
テ
ー
ジ
を
踏
ん
だ
の
は
名
古
屋
だ
っ
た
。
こ
の
遠
隔

地
デ
ビ
ュ
ー
は
、
大
学
に
自
分
た
ち
の
活
動
が
露
顕
し
な
い
た

め
の
策
だ
っ
た
の
だ
と
聞
く
が
、
大
学
側
で
は
そ
れ
を
直
ぐ
に

察
知
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
関
係
者
ら
が
彼

ら
の
活
動
を
理
解
し
た
か
は
不
明
だ
が
、
し
ば
ら
く
し
て
「
学

生
の
演
奏
活
動
禁
止
」
と
い
う
項
目
は
、
校
則
か
ら
消
え
て
し

ま
っ
た
。
さ
て
そ
の
名
古
屋
で
の
公
演
の
際
、
彼
ら
が
名
付
け

た
名
前
が
「
大
阪
テ
レ
マ
ン

・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
」
だ
っ
た
。

卒
業
後
も
彼
ら
は
活
動
を
続
け
た
。
そ
し
て
既
存
の
音
楽
団

体
の
圧
力
に
耐
え
な
が
ら
徐
々
に
そ
の
規
模
を
拡
大
し
て
い
き
、

い
つ
し
か
「
テ
レ
マ
ン

・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
」
が
「
テ
レ
マ
ン
室

て
に
送
っ
て
い
た
と
か
。
ま
た
テ
レ
マ
ン
が
「
食
卓
の
音
楽
」

を
出
版
す
る
際
、
予
約
者
の
最
初
の
方
に
へ
ン
デ
ル
の
名
前
が

入
っ
て
い
る
こ
と
も
有
名
な
話
で
す
。

バ
ッ
ハ
、
へ
ン
デ
ル
に
と
っ
て
は
「
偉
大
な
先
輩
」
で
あ
っ

た
テ
レ
マ
ン
。
彼
の
作
品
だ
け
で
な
く
、
そ
の
意
気
を
伝
え
た

い
・
・
・
「
そ
れ
が
日
本
テ
レ
マ
ン
協
会
の
使
命
で
も
あ
る
」
と

延
原
氏
は
熱
く
語
る
。

日
本
テ
レ
マ
ン
協
会
の
生
立
ち

1
9
6
0
年
代
、
関
西
交
響
楽
団
つ
ま
り
今
の
大
阪
フ
ィ
ル

ハ
ー
モ
ニ
ー
管
弦
楽
団
が
一
枚
看
板
だ
っ
た
時
代
に
、
た
っ
た

3
人
で
権
威
に
頼
ら
な
い
楽
し
い
音
楽
を
し
よ
う
と
立
ち
上
が

り
、
そ
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
日
本
テ
レ
マ
シ
協
会
。
そ
の

経
緯
を
『
小
説
延
原
武
春
』
よ
り
抜
粋
し
て
こ
こ
に
紹
介
す
る
。
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は
じ
ま
り
は
学
生
た
ち
の
サ
ー
ク
ル
活
動
で
、

1
9
6
3
年

に
延
原
武
春
、
北
山
隆
(
後
に
母
校
で
あ
る
大
阪
音
楽
大
学
教

授
と
な
る
)
、
宮
島
登
美
子
(
後
に
延
原
氏
と
結
婚
す
る
が
離
婚
、

東
京
で
音
楽
事
務
所
を
開
く
。
河
野
ま
り
子
を
育
て
る
)
の

3

内
管
弦
楽
団
」
と
な
っ
て
い
っ
た
。

1
9
7
0
年
代
に
な
っ
て
延
原
氏
は
合
唱
団
も
組
織
す
る
。

そ
し
て
管
弦
楽
団
と
合
唱
団
を
運
営
す
る
事
務
局
を
設
立
し
、

そ
れ
ら
全
て
の
総
称
と
し
て
「
大
阪
テ
レ
マ
ン
協
会
」
を
命
名
。

1
9
7
9
年
に
「
日
本
テ
レ
マ
ン
協
会
」
と
改
称
し
現
在
に
至

る。
も
と
も
と
彼
ら
の
活
動
は
音
楽
界
全
体
か
ら
す
れ
ば
非
常
に

小
さ
な
出
来
事
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
街
角
、
お
茶
の
間
、
そ

し
て
市
民
会
館
、
財
団
の
サ
ロ
ン
な
ど
比
較
的
小
さ
な
規
模
の

会
場
に
お
け
る
彼
ら
の
ゲ
リ
ラ
的
な
演
奏
が
時
代
の
ニ

l
ズ
に

あ
っ
た
の
か
、
次
第
に
固
定
客
を
増
や
し
て
い
っ
た
。
現
在
で

も
彼
ら
の
基
本
姿
勢
は
変
わ
ら
ず
、
月
一
回
淀
屋
橋
の
大
阪
倶

楽
部
で
お
こ
な
わ
れ
る
「
マ
ン
ス
リ

1
コ
ン
サ
ー
ト
」
に
は
、

創
設
時
か
ら
の
固
定
客
を
含
め
二
百
人
以
上
の
聴
衆
が
詰
め
か

け
て
い
る
。

こ
の
マ
ン
ス
リ

i
コ
ン
サ
ー
ト
を
舞
台
に
多
く
の
本
邦
初
演

の
作
品
が
紹
介
さ
れ
、
ま
た
そ
こ
か
ら
チ
ェ
ン
バ
ロ
演
奏
者

中
野
振

一
郎
や
テ
ノ
ー
ル
歌
手
畑
儀
文
な
ど
が
輩
出
さ
れ
て
い

る
。
彼
が
バ
ロ
ッ
ク
に
、
テ
レ
マ
ン
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
の
は
、

彼
が
高
校
時
代
に
す
で
に
感
じ
て
い
た
、
当
時
の
音
楽
界
に
対

す
る
不
満
で
あ
っ
た
。
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「
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
・
・

・
。
本
当
に
不
毛
な
時
代

だ
な
あ
。
音
楽
が
こ
ん
な
に
面
白
く
な
い
の
は
、
ど
う
し
て
な

ん
だ
ろ
う
」
と
氏
は
高
校
時
代
か
ら
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
北
山
氏
に

こ
ぼ
し
て
い
た。

1
9
6
0
年
代
、
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
な
ん
て
誰
も
認
知
し
て
い

な
か
っ
た
時
代
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
と
言
え
ば
大
ホ

l
ル
で
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
の
演
奏
を
聴
く
、
こ
れ
が
常
識
で
あ
っ
た
。

「
大
層
な
こ
と
ば
か
り
言
っ
て
下
手
く
そ
な
演
奏
ば
か
り
し
て

い
た
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
な
ん
て
ち
っ
と
も
面
白
う
な
か
っ
た
。

教
養
が
必
要
ゃ
か
ら
、
勉
強
し
て
聞
か
な
あ
か
ん
か
っ
た
や
ろ
。

ア
ホ
み
た
い
や
っ
た
」
と
は
、
延
原
氏
の
駆
け
出
し
時
代
か
ら

よ
く
知
っ
て
い
る
某
新
聞
社
の
文
化
担
当
記
者
の
話
。

そ
う
し
た
風
潮
に
徹
底
し
て
対
抗
し
た
の
が
延
原
氏
を
代
表

と
す
る
先
の
三
匹
の
侍
で
あ
っ
た
。

舞
台
か
ら
お
客
さ
ん
に
向
か
っ
て
い
き
な
り
喋
り
出
す
。
実

に
よ
く
喋
る
延
原
氏
で
あ
っ
た
そ
う
だ
。

演
奏
し
て
楽
し
い
、
聴
い
て
い
て
楽
し
い

・
・
・

と
も
か
く

楽
し
い
。
「
楽
し
い
こ
と
」
に
と
こ
と
ん
忠
実
だ
っ
た
連
中
に
い

つ
し
か
フ
ァ
ン
が
つ
い
て
、
気
が
つ
い
た
ら
そ
れ
が
本
業
に
な

っ
て
い
た
と
先
の
記
者
は
当
時
を
懐
か
し
む
。

* 
と
を
言
う
。
だ
い
た
い
メ
ン
バ
ー
が

1
0
人
以
内
の
場
合
、

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
い
う
呼
ば
れ
方
を
す
る
。

チ
ェ
ン
バ
ロ

バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
鍵
盤
楽
器
で
ピ
ア
ノ
の
よ
う
な
役
割
。

ピ
ア
ノ
は
弦
を
叩
い
て
音
を
出
す
が
、
チ
ェ
ン
バ
ロ
は
爪

で
弦
を
は
じ
く
。

チ
ェ
ン
バ
ロ
は
高
価
で
特
殊
な
楽
器
な
の
で
、
当
時
の
大

学
は
学
生
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
は
置
い
て
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
連
中
は
最
初
、
画
鋲
を
ピ
ア
ノ
の
フ
ェ
ル
ト
に

刺
し
て
、
そ
れ
で
弦
を
ひ
っ
か
く
即
席
の
チ
ェ
ン
バ
ロ
を

造
っ
た
。
勿
論
、
そ
ん
な
ま
や
か
し
で
満
足
す
る
連
中
で

は
な
か
っ
た
が
。

指揮をする延原武春氏

用
語
の
説
明
(
先
の
小
説
か
ら
の
説
明
)

*
バ
ロ
ッ
ク

1
7
世
紀
か
ら
1
8
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
で
、
「
新

し
い
も
の
」
と
い
う
の
が
、

1
9
世
紀
以
降
か
ら
現
代
に

至
る
ま
で
の
作
品
。

バ
ロ
ッ
ク
以
前
は
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
。
日
本
で
言
う
な

ら
江
戸
幕
府
が
開
い
た
頃
が
ル
ネ
サ
ン
ス
、
江
戸
中
期
が

バ
ロ
ッ
ク
、
幕
末
は
「
新
し
い
も
の
」
に
当
た
る
。

室
内
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

小
さ
な
編
成
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
。
大
き
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

よ
り
も
小
回
り
が
利
い
て
、
敏
捷
な
演
奏
が
で
き
る
の
が

そ
の
特
徴
。
今
の
主
流
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
人
数
よ
り
も
、

ど
の
よ
う
な
楽
器
を
使
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
重
点
が
置

か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

1
8
世
紀
当
時
の
音
楽
を
、
そ
の
時
代
の
楽
器

を
使
っ
て
演
奏
す
る
の
が
流
行
。

当
時
の
楽
器
と
今
の
楽
器
を
使
う
の
と
の
違
い
は
、
ピ
ッ

チ
が
半
音
違
う
。
同
じ
「
ド
」
の
音
で
も
、
現
代
の
楽
器

で
や
る
場
合
と
昔
の
楽
器
で
や
る
場
合
で
は
、
音
が
違
う
。

ア
ン
サ
ン
ブ
ル

「
室
内
楽
」
を
演
奏
す
る
と
き
の
少
人
数
で
の
編
成
の
こ

* 
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* テ
レ
マ
ン
を
知
っ
て
る
つ
・二

十
四
回
生

奥

田

陽

私
が
大
音
楽
家
ゲ
オ
ル
ク

・
フ
イ
リ
ッ
プ

・
テ
レ
マ
ン
(
ド

イ
ツ
の
作
曲
家
1
6
8
1
1
1
7
6
7
)
の
名
前
を
初
め
て
知

っ
た
の
は
1
0
年
以
上
も
昔
、
鈴
木
雅
明
氏
主
宰
の
バ
ッ
ハ

・

コ
レ
ギ
ア
ム
・

ジ
ャ
パ
ン

(
B
C
J
)
の
「
バ
ッ
ハ
カ
ン
タ
ー

タ
定
期
演
奏
会
」
を
聴
き
に
行
っ
て
貰
っ
た
解
説
書
か
ら
で
し

た。バ
ッ
ハ
が
カ
ン
タ
ー
タ
(
教
会
の
礼
拝
時
に
唱
う
器
楽
伴
奏
付

き
の
声
楽
曲
、
礼
拝
と
関
係
の
な
い
世
俗
カ
ン
タ
ー
タ
も
あ
る
)

を
作
曲
し
た
の
は
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
聖
ト

l
マ
ス
教
会
の
音
楽

責
任
者
に
就
任
し
た
の
が
契
機
で
す
が
、
当
時
バ
ッ
ハ
よ
り
は

る
か
に
有
名
で
、
最
も
尊
敬
さ
れ
て
い
た
テ
レ
マ
ン
が
就
任
を

断
っ
た
た
め
、
バ
ッ
ハ
に
お
鉢
が
回
っ
て
き
た
そ
う
で
す
。

そ
の
後
、
千
二
小
同
窓
延
原
武
春
さ
ん
が
「
テ
レ
マ
ン
協
会
」

を
主
宰
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
テ
レ
マ
ン
に
つ
い
て
少
し

調
べ
て
み
ま
し
た
。
テ
レ
マ
ン
協
会
は
創
立
か
ら
5
0
年
に
な

る
そ
う
で
、
テ
レ
マ
ン
の
作
品
ば
か
り
で
な
く
、
バ
ッ
ハ
な
ど
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の
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
か
ら
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
作
品
ま
で
古
楽
器
を

使
っ
て
演
奏
活
動
を
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
大
阪
で
の
演
奏
活

動
が
主
で
す
が
、
東
京
で
も
年
に
何
回
か
演
奏
会
を
開
い
て
お

り
、
千
里
山
会
会
員
の
皆
様
に
も
聴
き
に
行
か
れ
る
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
。

私
の
友
達
に
機
会
あ
る
た
び
「
知
っ
て
る
?
」
と
聞
い
て
も
、

音
楽
に
相
当
詳
し
い
人
で
も
テ
レ
マ
ン
の
名
前
を
知
る
人
は
ま

ず
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
小
学
校
・
中
学
校
時
代
に
習
っ
た
音

楽
家
の
名
前
を
思
い
出
す
と
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
後
に
は
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
期
を
飛
ば
し
て
、
テ
レ
マ
ン
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
ヴ

イ
ヴ
ア
ル
デ
イ

(
1
6
7
8
i
1
7
4
1
)
、
バ
ッ
ハ

(
1
6
8

5
1
1
7
5
0
)
、
へ
ン
デ
ル

(
1
6
8
5
1
1
7
5
9
)
、
ハ

イ
ド
ン

(
1
7
3
2
1
1
8
0
9
)
と
続
き
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、

ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
に
至
り
ま
す
が
、
テ
レ
マ
ン
の
名
前
は
あ
り
ま

せ
ん
。
最
近
、
家
の
押
入
れ
を
整
理
し
て
い
て
、
子
供
達
が
使

っ
て
い
た
や
や
最
近
の
音
楽
教
科
書
を
見
つ
け
ま
し
た
が
、
同

じ
よ
う
な
記
述
で
し
た
。
た
だ
、
現
代
の
音
楽
と
し
て
ビ
ー
ト

ル
ズ
が
入
っ
て
い
る
の
に
は
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
私
の
結
論
と

し
て
テ
レ
マ
ン
の
名
前
を
知
ら
ぬ
人
が
多
い
の
は
、
次
の

2
つ

が
理
由
だ
と
思
い
ま
す
。

欧
米
で
も
上
演
さ
れ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
く
て
、
実
際
に
聴
け

た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
オ
ペ
ラ
で
も
断
片
的
に
ア
リ
ア

な
ど
が
多
数
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

一
般
の
レ
コ

ー
ド
庖
で
テ
レ
マ
ン
作
品
の

C
D
を
探
し
求
め

て
も
先
ず
あ
り
ま
せ
ん
が
、

T
U
T
A
Y
A
、
A
m
a
z
o
n
、

H
M
V
な
ど
の
ネ
ッ
ト
販
売
で
は
オ
ペ
ラ
ア
リ
ア
を
含
め
、
い

ろ
い
ろ
と
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

「
ピ
ン
ピ
オ

l
ネ
」
は
金
持
ち
だ
が
、
も
て
な
い
ピ
ン
ピ
オ

1
ネ
に
賢
い
小
間
使
い
が
取
り
入
っ
て
、
結
婚
し
た
途
端
に
好

き
勝
手
、
大
散
財
を
す
る
筋
書
き
、
「
世
の
夫
た
ち
ょ
、
悪
妻
に

は
気
を
つ
け
よ
」
と
の
ピ
ン
ピ
オ

l
ネ
の
独
自
で
終
わ
る
そ
う

で
す
。
初
め
か
ら
悪
妻
に
な
る
と
判
っ
て
い
て
結
婚
す
る
夫
は

古
今
先
ず
い
な
い
は
ず
で
す
・
・
・
テ
レ
マ
ン
の
妻
は
悪
妻
で
、

尼
大
な
借
金
を
残
し
て
駆
け
落
ち
し
た
と
の
話
が
あ
り
、
苦
い

体
験
を
元
に
作
曲
し
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
同
じ
よ
う
な
筋

書
き
で
は
、
同
時
代
の
ベ
ル
ゴ
レ

l
ジ
「
奥
様
女
中
」
、
ド
ニ
ゼ

ツ
テ
イ
の
「
ド
ン

・
パ
ス
ク
ワ

l
レ
」
が
あ
り
、
楽
し
い
オ
ペ

ラ
・
プ
ツ
フ
ア
で
す
。

教
科
書
に
出
て
こ
な
い
有
名
な
作
曲
家
は
他
に
無
数
あ
り
ま

① 

小
・
中
学
校
(
お
そ
ら
く
高
校
で
も
)
の
教
科
書
で
、
偉

大
な
テ
レ
マ
ン
の
名
前
が
無
視
さ
れ
て
い
た
。

バ
ッ
ハ
や
ヴ
イ
ヴ
ア
ル
デ
イ
に
つ
い
て
は
演
奏
会
も
よ
く

あ
り
、
テ
レ
ビ

・
ラ
ジ
オ
で
聴
く
機
会
も
あ
り
ま
す
が
、

同
様
の
癒
し
系
音
楽
(
初
め
て
聴
く
と
バ
ッ
ハ
か
と
間
違

う
こ
と
も
あ
り
そ
う
)
の
多
い
テ
レ
マ
ン
の
曲
に
つ
い
て

は
、
延
原
さ
ん
の
テ
レ
マ
ン
協
会
の
他
は
、
私
の
知
る
限

り
N
H
K
l
F
M
が
た
ま
に
放
送
す
る
こ
と
が
あ
る
位
で

極
端
に
少
な
い
。

② 
古
楽
や
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
に
興
味
あ
る
人
々
に
は
参
考
書
も

沢
山
あ
り
、
ネ
ッ
ト
上
で
も
「
テ
レ
マ
ン
」
で
調
べ
る
と
腫
大

な
情
報
が
溢
れ
ま
す
。
テ
レ
マ
ン
は
千
曲
以
上
も
楽
譜
が
現
存

す
る
カ
ン
タ
ー
タ
(
バ
ッ
ハ
は
二
百
曲
位
)
の
他
に
室
内
楽
、

協
奏
曲
、
管
弦
楽
組
曲
、
受
難
曲
(
マ
タ
イ
・
ヨ
ハ
ネ
な
ど
の

福
音
書
に
基
づ
き
キ
リ
ス
ト
の
受
難
を
劇
的
に
唱
う
)
な
ど
腫

大
な
曲
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
私
と
し
て
関
心
あ
る
の
は
カ
ン

タ
ー
タ
と
オ
ペ
ラ
な
の
で
す
が
、
オ
ペ
ラ
は
2
5
と
も
4
0
曲

と
も
言
わ
れ
る
全
作
品
の
内
、
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
る
の
は

6
作
品
だ
け
で
す
。
主
な
作
品
と
し
て
は
「
寛
容
な
ソ
ク
ラ
テ

ス
」
、
「
ピ
ン
ピ
オ
1
ネ
」
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
日
本
は
勿
論
、

128 

す
が
、
オ
ペ
ラ
で
は
前
記
の
ベ
ル
ゴ
レ
!
ジ

(
1
7
1
0
1
1

7
3
6
)
と
、
ル
ネ
サ
ン
ス
音
楽
を
代
表
す
る
モ
ン
テ
ヴ
エ
ル

デ
イ

(
1
5
6
7
i
1
6
4
3
)
は
気
に
な
り
ま
す
。
特
に
モ

ン
テ
ヴ
エ
ル
デ
イ
は
「
ウ
リ
ッ
セ
(
ユ
リ
ツ
シ

l
ズ
)
の
帰
還
」
、

「
オ
ル
フ
エ
オ
」
、
「
ポ
ツ
ベ
ア
の
戴
冠
」
な
ど
現
在
も
世
界
各

地
で
上
演
さ
れ
る
オ
ペ
ラ
作
品
を
残
し
て
お
り
、
日
本
で
も
二

期
会
が
何
度
か
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

ゲオノレク・フィリップ・テレマン
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同
窓
生
の
音
楽
愛
好
者
と
し
て

十
四
回
生

柿

崎

轟

吾

日
本
テ
レ
マ
ン
協
会
の
創
立
五
十
周
年
を
心
か
ら
お
祝
い
申

し
あ
げ
ま
す
。
思
え
ば
五
十
年
前
の
千
里
山
は
、
住
宅
内
の
地

道
が
や
っ
と
簡
易
舗
装
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
頃
で
し
た
。
あ

の
昔
延
原
武
春
さ
ん
が
大
阪
音
大
の
オ
ー
ボ
エ
専
攻
の
学
生
さ

ん
の
頃
テ
レ
マ
ン
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
立
ち
上
げ
ら
れ
た
こ
と

を
思
う
と
感
慨
深
く
、
今
も
国
際
的
に
巾
広
く
ご
活
躍
さ
れ
て

お
ら
れ
る
こ
と
に
、
敬
愛
の
讃
辞
を
お
贈
り
い
た
し
ま
す
。

バ
ロ
ッ
ク
音
楽
と
い
え
ば
ま
ず
バ
ッ
ハ
・
へ
ン
デ
ル
、
そ
の

頃
ヴ
イ
ヴ
ア
ル
デ
イ
を
初
め
て
聴
い
て
感
動
し
ま
し
た
が
、
バ

ロ
ッ
ク
の
上
流
に
向
か
わ
ず
に
古
典
派
・
浪
漫
派
と
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
・
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
・
・
・
と
下
流
に
向
か

っ
て

L

P
を
買
い
求
め
、
大
編
成
の
管
弦
楽
に
慣
れ
て
し
ま

っ
て
お
り
ま
し
た
。
バ
ロ
ッ
ク
に
戻
っ
た
の
は
十
二
年
位
前
の

七
十
歳
を
越
え
た
頃
で
、
数
枚
の

C

D
を
買
い
求
め
そ
の
中

に
テ
レ
マ
ン
も
数
曲
あ
り
ま
し
た
。
バ
ロ
ッ
ク
に
は
協
奏
曲
が

多
く
、
独
奏
部
は
オ
ー
ボ
エ
・
フ
ル
ー
ト
・
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
・

ハ
l
プ
・
チ
ェ
ン
バ
ロ
・
ヴ
ィ
オ
ラ
・
マ
ン
ド
リ
ン
等
々
多
彩
で
、

ど
れ
も
大
体
三
楽
章
な
の
に
時
間
は
十
分
前
後
で
す
か
ら
、
複

今
年
、

五
月
三
十
日
の
日
経
新
聞
夕
刊
に
掲
載

編

集

部

た
び
た
び
新
聞
、
そ
れ
も
何
故
か
日
本
経
済
新
聞
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
日
本
テ
レ
マ
ン
協
会
。

数
の
作
曲
家
の
も
の
を

一
度
に
楽
し
め
る
の
が
魅
力
で
し
た
。

玉
、
六
年
前
で
し
ょ
う
か
、
千
里
山
会
で
萩
原
直
大
さ
ん
か

ら
延
原
武
春
さ
ん
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
、
テ
レ
マ
ン
・
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
の
公
演
が
東
京
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
初
め
て
延
原
さ
ん

の
雄
姿
と
意
気
の
合
っ
た
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
公
演
を
聴
き
ま
し

た
。
小
ホ

l
ル
で
の
柔
ら
か
い
流
れ
る
よ
う
な
美
し
い
音
が
聴

衆
と
の

一
体
感
を
醸
し
出
し
、
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
の
良
さ
は
公
演

で
こ
そ
よ
く
解
る
と
思
い
ま
し
た
。
終
演
後
ご
挨
拶
が
あ
り
素

晴
ら
し
い
お
人
柄
を
感
じ
ま
し
た
が
、
関
西
ア
ク
セ
ン
ト
の
中

に
千
里
山
弁
を
感
じ
親
し
み
が
倍
加
し
ま
し
た
。
移
住
者
の
た

め
に
出
来
た
住
宅
地
だ
け
に
大
阪
弁
と
一
味
違
う
の
で
す
ね
。

私
の
手
許
に
、
延
原
武
春
指
揮
と
オ
ー
ボ
エ
、
テ
レ
マ
ン
・

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
よ
る
「オ
ー
ボ
エ
協
奏
曲
集
」
が
あ
り
ま
す
。

テ
レ
マ
ン
・
ヴ
イ
ヴ
ア
ル
デ
ィ
・
バ
ッ
ハ
・
へ
ン
デ
ル
・
ア
ル

ビ
ノ

1
ニ
・
マ
ル
チ
ェ
ロ
の
六
曲
(
ナ
ミ
・
レ
コ
ー
ド
株
)。

オ
ー
ボ
エ
奏
者
か
ら
指
揮
者
に
な
ら
れ
た
延
原
さ
ん
を
知
る

近
道
か
と
存
じ
ま
す
。

千
二
小
か
ら
音
楽
で
国
際
的
に
名
を
馳
せ
ら
れ
た
の
は
東
敦

子
様
以
来
の
こ
と
、
ま
た
大
阪
音
大
は
伊
達
三
郎
先
生
・
柳
父

幸
子
様
(
六
回
生
)
が
終
生
教
鞭
を
と
ら
れ
た
ご
縁
の
あ
る
学
び

舎
で
す
。
千
二
・
千
三
か
ら
延
原
さ
ん
に
続
い
て
活
躍
さ
れ
る

後
輩
の
輩
出
を
心
か
ら
祈
っ
て
お
り
ま
す
。
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今
回
も
五
十
周
年
記
念
の
異
色
の
演
奏
会
の
数
々
を
紹
介

し
て
い
る
。
千
里
山
会
員
で
は
な
い
も
の
の
、
千
二
小
(
二
十

七
回
生
)
・
一
中
卒
業
生
で
あ
り
、
日
本
テ
レ
マ
ン
協
会
創
設
者

で
あ
る
延
原
武
春
氏
の
、
今
後
益
々
の
ご
活
躍
を
期
待
し
、
ェ

!
ル
を
送
り
た
い
。

-

f

t
・
-
-

日
)
、
容
良
・
興
福
寺
の
多
川
俊
映
貫
ル
」
が
母
体
。
現
在
は
室
内
管
弦
楽
団

京

一宮

直

廉

首
(
凶
日
)
、
警
者
の
小
野
塾
長
(
別
人
)
と
室
内
合
唱
団
(
印
人
)
か

↑
|

J
，

・

・

4

・
大
阪
大
学
教
授
(
は
日
)
、
建
築
史
ら
成
る
。

バ
ロ
ッ
ク
を
得
意
分
野
と
す
る
楽
家
の
橋
爪
紳
也
・
大
阪
府
立
大
学
特
別
関
西
が
地
盤
で
し
か
も
バ
ロ
ッ
ク
が

団
、
日
本
テ
レ
マ
ン
協
会
(
本
部

・
大
教
授
(
げ
日
)
と
い
う
異
色
の
顔
ぶ
れ
中
心
と
い
う
属
性
は
、
フ
ァ
ン
も
限
ら

限
市
)
が
創
立
町
周
年
を
記
念
し
て
聞
が
講
師
と
し
て
出
演
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
れ
が
ち
で
、
楽
団
の
存
続
に
と
っ
て
必

く
一

連

の

事

業

が

注

ず

し

も

有

剰

と

は

い

バ
ロ
ッ
ク
楽
団
テ
レ
マ
ン
印
周
年
、異
色
の
演
奏
会

目
を
集
め
て
い
る
。

・

え
な
い
。
そ
ん
な

H

弱

関
西
各
地
で
加
も
の
無
料
演
奏
会
を
開
創
作
摘
践
と
の
連
携
に
よ
る
音
楽
絵
巻
小
H

楽
団
で
も
印
年
続
い
た
の
は
「
聴

く
ほか、

6
月
に
は
大
阪
に
残
る
歴
史
や
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
l
来
日
公
演
の
再
現
き
手
と
一
緒
に
音
楽
を
作
っ
て
い
こ
う

的
な
近
代
建
築
4
カ
所
で
趣
向
を
凝
ら
な
ど
、
ひ
ね
り
を
き
か
せ
る
。
と
す
る
姿
勢
が
功
を
奏
し
た
か
ら
で

し
た
演
奏
会
を
聞
く

0

.

テ
レ
マ
ン
協
会
は
音
楽
監
督

・指
揮
は
」
(
延
原
)
と
い
う
。
テ
レ
マ
ン
の

・
4
つ
の
演
奏
会
に
は
そ
れ
ぞ
れ
文
楽
を
務
め
る
延
原
武
春
が
1
9
6
3年
に
活
動
は
、
経
営
環
境
が
厳
し
さ
を
増
す

三
味
線
の
人
間
国
宝

・
鶴
糧
寛
治

(
8
創
設
し
た
「
テ
レ
マ
ン

・
ア
ン
サ
ン
プ
全
国
の
楽
団
に
一
石
を
投
じ
て
い
る
。
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