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テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
番
組
の
撮
影
の
た
め
、
九
月
前
半
の
三
週
間
弱
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
内
を
旅
行
し
た
。
こ
の
ユ
ー
ラ
シ
ア

大
陸
の
西
端
に
あ
る
島
国
は
サ
ハ
リ
ン
中
部
に
相
当
す
る
緯
度
に
あ
る
と
い
う
位
置
を
除
外
す
れ
ば
、
面
積
、
人
口
、
経
済

規
模
は
北
海
道
並
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
東
端
に
位
置
す
る
日
本
と
数
多
く
の
類
似
し
た
特
徴
を
も
つ
国
家
で
あ
る
。 

 

日
本
で
人
気
の
あ
る
エ
ン
ヤ
と
い
う
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
女
性
歌
手
が
い
る
。
そ
の
歌
曲
が
我
々
に
昔
懐
か
し
い
よ
う
な
気

分
を
も
た
ら
す
の
は
、
音
階
が
完
全
な
七
音
音
階
で
構
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
四
音
や
七
音
が
使
用
さ
れ
な
い
日
本
の
伝
統
音

楽
の
音
階
に
類
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
時
代
に
小
学
唱
歌
と
し
て
選
定
さ
れ
た
歌
曲
に
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

民
謡
が
多
数
あ
り
、
こ
の
百
年
以
上
、
子
供
時
代
か
ら
馴
染
ん
で
き
た
と
い
う
背
景
も
あ
る
。 

 

そ
れ
以
外
に
、
多
神
教
的
な
宗
教
が
社
会
に
残
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
類
似
し
て
い
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
民
の

九
割
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る
が
、
五
世
紀
頃
に
セ
ン
ト
・
パ
ト
リ
ッ
ク
が
布
教
を
開
始
す
る
以
前
は
動
物
、
植
物
、
河

川
な
ど
様
々
な
自
然
に
霊
魂
が
あ
る
と
す
る
多
神
教
的
な
宗
教
を
信
仰
す
る
民
族
で
あ
っ
た
。
そ
の
名
残
は
現
在
ま
で
存
続

し
、
各
地
に
妖
精
に
ま
つ
わ
る
伝
説
が
存
続
し
て
お
り
、
日
本
の
神
道
な
ど
に
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

 

し
か
し
、
す
べ
て
が
類
似
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
に
小
説
家
司
馬
遼
太
郎
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
民
族
を
「
百
敗
の

民
族
」
と
要
約
し
た
よ
う
に
、
紀
元
前
一
世
紀
に
は
カ
エ
サ
ル
に
大
陸
か
ら
駆
逐
さ
れ
、
八
世
紀
頃
か
ら
は
ヴ
ェ
イ
キ
ン
グ

に
襲
撃
さ
れ
、
一
二
世
紀
以
後
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
支
配
さ
れ
て
き
た
と
い
う
過
酷
な
歴
史
が
あ
る
。
だ
が
不
屈
の
精
神
で
、

一
九
世
紀
に
は
衰
退
し
つ
つ
あ
っ
た
固
有
の
言
語
を
復
活
さ
せ
、
戦
後
に
独
立
し
、
現
在
は
ケ
ル
テ
ィ
ッ
ク
タ
イ
ガ
ー
と
い

わ
れ
る
経
済
発
展
を
実
現
し
て
い
る
。 

 

そ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
言
語
の
復
活
を
画
策
し
て
い
た
時
期
に
、
日
本
は
政
治
、
軍
隊
、
服
装
、
音
楽
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る

制
度
や
文
化
を
欧
米
か
ら
導
入
し
、
固
有
の
文
化
を
変
更
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
反
骨
の
精
神
と
順
応
の
精
神
の
差
異

は
現
在
に
も
継
続
さ
れ
て
い
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
全
島
、
ど
こ
を
移
動
し
て
も
写
真
に
な
る
伝
統
の
風
景
が
維
持
さ
れ
て
お

り
、
類
似
の
規
模
の
北
海
道
内
の
よ
う
に
、
乱
雑
な
景
色
が
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
旅
行
の
途
中
、
そ
の
差
異
の
原
因

を
考
察
し
て
み
た
。 

 

第
一
は
素
材
の
地
産
池
沼
が
徹
底
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
支
配
時
代
に
大
半
の
森
林
が
燃
料
と
し
て
伐

採
さ
れ
た
こ
と
も
影
響
し
、
木
材
が
豊
富
で
は
な
く
、
住
宅
も
公
共
施
設
も
大
半
が
足
下
の
石
材
を
利
用
し
て
い
る
。
そ
し

て
新
築
の
建
物
で
あ
っ
て
も
伝
統
の
様
式
で
建
設
さ
れ
、
日
本
の
よ
う
に
国
外
か
ら
輸
入
し
た
鉄
材
、
木
材
、
セ
メ
ン
ト
を

使
用
し
、
勝
手
な
形
状
の
建
物
を
建
設
す
る
と
い
う
愚
行
が
な
い
。
そ
の
発
想
が
風
土
に
馴
染
ん
で
、
自
然
環
境
と
異
質
に

な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

 

第
二
は
伝
統
を
墨
守
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
首
都
ダ
ブ
リ
ン
の
一
部
に
高
速
道
路
が
あ
る
も
の
の
、
全
島
の
道
路
は
両

側
の
石
壁
と
と
も
に
古
来
の
施
設
を
修
復
し
な
が
ら
使
用
し
て
い
る
。
日
本
で
あ
れ
ば
無
理
に
で
も
拡
幅
し
て
街
並
を
荒
廃

さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
田
園
地
帯
の
道
路
も
街
中
の
道
路
も
旧
態
依
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
渋

滞
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
い
わ
ゆ
る
地
域
経
済
維
持
の
た
め
の
無
駄
な
土
木
工
事
が
な
い
の
で
あ
る
。 

 

環
境
問
題
が
切
迫
し
て
き
た
現
在
、
自
然
環
境
を
人
類
発
展
の
た
め
の
単
純
な
手
段
と
看
做
さ
な
い
多
神
教
的
な
思
想
は

一
層
重
要
に
な
り
、
そ
の
思
想
を
現
代
に
ま
で
存
続
さ
せ
て
き
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
両
端
の
島
国
の
役
割
は
期
待
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
対
極
に
あ
る
文
化
伝
統
や
社
会
基
盤
の
維
持
の
精
神
と
方
法
に
つ
い
て
は
、
日
本
は
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
を
見
習
う
必
要
が
あ
る
。 

 


