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昨
年
四
月
五
日
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
放
映
し
た
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル 

シ

リ
ー
ズ 

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
デ
ビ
ュ
ー　

第
一
回　

ア
ジ
ア
の
“
一
等
国
”」

を
、
な
ぜ
未
だ
に
多
く
の
人
々
が
問
題
視
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
国
民

の
税
金
と
受
信
料
に
よ
っ
て
運
営
し
て
い
る
公
共
放
送
で
あ
り
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
も
「
新
放
送
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
２
０
０
８
」
で
公
平
・
公
正
を
謳
い
な

が
ら
そ
の
内
容
が
偏
向
・
歪
曲
し
て
い
た
上
に
、「
や
ら
せ
」
や
「
捏ね
つ

造ぞ
う

」
と
い
う
恣
意
的
編
集
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
、
視
聴
者
に
対
す

る
許
し
が
た
い
背
信
行
為
と
映
じ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

当
該
番
組
に
問
題
点
は
多
々
あ
る
が
、
ど
こ
が
「
恣
意
的
」
編
集
だ

っ
た
の
か
、
二
点
に
絞
っ
て
述
べ
て
み
た
い
。

■「
日
台
戦
争
」と
い
う
呼
称

当
該
番
組
に
は
、
台
湾
問
題
に
携
わ
っ
て
い
る
者
で
も
耳
慣
れ
な
い

「
日
台
戦
争
」
な
る
呼
称
が
登
場
す
る
。
番
組
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
「
武

力
で
制
圧
し
よ
う
と
す
る
日
本
軍
に
対
し
、
台
湾
人
の
抵
抗
は
激
し
さ

を
増
し
て
ゆ
き
ま
す
。
戦
い
は
全
土
に
拡
が
り
、
後
に
『
日
台
戦
争
』

と
呼
ば
れ
る
規
模
へ
と
拡
大
し
て
ゆ
き
ま
し
た
」
と
説
明
す
る
と
こ
ろ

で
出
て
く
る
。

そ
の
出
典
の
一
つ
だ
と
い
う
檜
山
幸
夫
・
中
京
大
学
教
授
の
『
日
清

戦
争
─
秘
蔵
写
真
が
明
か
す
真
実
』
に
当
た
っ
て
み
れ
ば
、
確
か
に
第

六
章
に
「
日
台
戦
争
」
と
い
う
小
見
出
し
の
下
、
台
湾
の
住
民
が
い
か

に
日
本
軍
に
抵
抗
し
た
か
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
戦
争
の

定
義
は
さ
れ
て
い
な
い
。「
清
軍
兵
士
と
異
な
り
、
彼
ら
が
頑
強
に
抵

抗
し
た
」
こ
と
を
も
っ
て
「
日
台
戦
争
」
と
呼
ん
で
い
る
だ
け
だ
。

確
か
に
規
模
は
決
し
て
小
さ
く
な
く
、
こ
の
よ
う
な
武
力
衝
突
は
戦

争
状
態
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
戦
争
は
必
ず
し
も
宣
戦
布
告
を
要
件
と

し
て
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
近
代
戦
争
で
は
ほ
と
ん
ど
宣

戦
布
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
戦
い
で
宣
戦
布
告
は
な

常
務
理
事
・
事
務
局
長　

柚ゆ

原は
ら　

正ま
さ

敬た
か

「
や
ら
せ
」「
捏
造
」と
い
う
恣
意
的
編
集

【
特
集
】
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
デ
ビ
ュ
ー
裁
判

あ
の
番
組
の
ど
こ
が
恣
意
的
編
集
だ
っ
た
の
か



12【日台共栄】平成22年2月　第25号

さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
台
湾
側
は
台
湾
民
主
国
の
ト
ッ
プ
が
早
々
に

大
陸
に
逃
げ
た
た
め
、
い
わ
ば
ゲ
リ
ラ
戦
状
態
と
な
っ
て
い
た
わ
け
だ

し
、
ま
し
て
や
日
本
軍
の
台
北
入
城
や
台
南
入
城
は
台
湾
人
の
有
力
者

や
商
人
な
ど
の
一
致
し
た
要
望
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
戦
い
は

日
清
戦
争
と
い
う
戦
争
後
に
お
け
る
治
安
回
復
の
た
め
の
所
謂
「
掃そ
う

討と
う

戦せ
ん

」
だ
っ
た
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
こ
の
呼
称
が
研
究
者
の
間
で
使
わ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る

が
、
使
っ
て
い
る
研
究
者
も
い
る
と
い
う
程
度
の
こ
と
で
あ
り
、
教
科

書
に
登
場
し
た
り
、
入
試
問
題
で
使
わ
れ
る
よ
う
な
一
般
化
さ
れ
た
呼

称
で
は
な
い
。

こ
の
呼
称
を
巡
っ
て
は
、
昨
年
五
月
二
十
六
日
に
開
催
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
経

営
委
員
会
で
も
問
題
視
さ
れ
た
。
経
営
委
員
会
で
一
番
組
を
取
り
上
げ

る
の
は
異
例
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
弁
護
士
の
小こ
ば
や
し林
英ひ
で
あ
き明
委
員
が
「
こ
の

よ
う
な
歴
史
的
事
実
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
放
送
を
す
る

こ
と
が
放
送
法
に
違
反
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で

し
ょ
う
か
」
と
問
い
質
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日ひ
ゅ
う
が向
英ひ
で
み実
・
放
送
総

局
長
は
「
現
代
の
専
門
家
に
よ
る
新
し
い
学
会
が
あ
り
、『
日
台
戦
争
』

と
呼
ぼ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
」「
日
本
台
湾
学
会
と
い
う

学
会
が
あ
り
ま
す
。
…
…
そ
こ
の
考
え
方
で
す
」
と
答
え
て
、
そ
の
根

拠
の
一
つ
と
位
置
づ
け
、
番
組
で
使
用
し
た
正
当
性
を
主
張
し
た
。

し
か
し
、
六
月
二
十
五
日
、
当
該
番
組
の
「
資
料
提
供
」
に
も
名
前

が
出
て
く
る
日
本
台
湾
学
会
の
春は
る

山や
ま

明め
い

哲て
つ

理
事
長
に
直
接
確
認
し
た
と

こ
ろ
、
日
向
発
言
を
言
下
に
否
定
し
「
学
会
で
す
か
ら
、
用
語
を
統
一

し
て
呼
ぼ
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
会
と
し
て
も
表
明
し
た

こ
と
は
な
く
、『
日
台
戦
争
』
と
い
う
用
語
を
題
名
に
用
い
た
論
文

も
、
私
の
記
憶
に
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
旨
の
返
答
だ
っ
た
。

従
っ
て
、
放
送
総
局
長
答
弁
の
嘘
が
明
ら
か
と
な
っ
て
正
当
性
の
根

拠
が
崩
れ
、
一
部
の
研
究
者
し
か
使
っ
て
い
な
い
呼
称
を
い
か
に
も
一

般
化
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
装
っ
て
使
用
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
恣

意
的
編
集
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

■「
人
間
動
物
園
」と
パ
イ
ワ
ン
族
へ
の
取
材

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
当
該
番
組
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
「
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ

ラ
ン
ス
は
、
博
覧
会
な
ど
で
植
民
地
の
人
々
を
盛
ん
に
見
せ
物
に
し
て

い
ま
し
た
。
人
を
展
示
す
る
、
人
間
動
物
園
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
日
本

は
そ
れ
を
真
似
た
の
で
す
」
と
説
明
し
、
一
九
一
〇
年
に
ロ
ン
ド
ン
で

開
か
れ
た
日
英
博
覧
会
に
参
加
し
た
台
湾
・
高こ
う

士し

村む
ら

の
パ
イ
ワ
ン
族
の

写
真
を
掲
げ
、「
植
民
地
時
代
の
差
別
」
の
象
徴
の
ご
と
く
取
り
上
げ

た
の
が
「
人
間
動
物
園
」
だ
。

政
府
に
提
出
さ
れ
た
『
日
英
博
覧
会
事
務
局
事
務
報
告
』
で
は
「
本

邦
ノ
品
位
ヲ
損
ス
ル
モ
ノ
ハ
一
切
之
ヲ
許
容
セ
サ
ル
コ
ト
ニ
方
針
ヲ
定

メ
而
テ
同
時
ニ
英
国
当
事
者
ノ
希
望
ヲ
モ
参
酌
シ
」、「
日
本
余
興
」
と

し
て
「
一
、
会
場
内
ニ
日
本
家
屋
数
件
ヲ
建
築
シ
其
ノ
内
ニ
於
テ
日
本

物
品
ノ
製
作
実
演
ヲ
為
ス
コ
ト　

二
、「
パ
ノ
ラ
マ
」
的
ナ
ル
我
田
園
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ノ
模
型 

三
、
ア
イ
ヌ
村
落 

四
、
台
湾
蕃
人
ノ
生
活
状
態　

五
、
本
邦

演
劇　

六
、
独
楽
曲
芸　

七
、
活
動
写
真　

八
、
要
馬
術
」
を
行
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

日
英
博
覧
会
で
は
何
よ
り
も
「
本
邦
ノ
品
位
」
に
意
を
払
い
、
日
本

物
品
の
製
作
実
演
も
す
れ
ば
、
演
劇
や
手
品
な
ど
も
行
い
、
パ
イ
ワ
ン

族
ば
か
り
で
な
く
、
ア
イ
ヌ
人
も
そ
の
生
活
ぶ
り
を
見
せ
る
た
め
に
普

通
に
寝
泊
り
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
戦
い
の
踊
り
や
戦
闘
の
真
似
事
も

そ
の
中
の
一
つ
だ
っ
た
。
日
本
の
品
位
を
損
す
る
余
興
は
許
容
し
な
か

っ
た
の
だ
か
ら
、
パ
イ
ワ
ン
族
は
む
し
ろ
「
本
邦
ノ
品
位
」
を
示
す
も

の
、
つ
ま
り
相
撲
な
ど
と
同
等
の
も
の
と
し
て
披
露
さ
れ
た
。

番
組
で
は
「
日
本
は
そ
れ
を
真
似
た
」
と
、
日
本
が
主
体
的
に
「
真

似
た
」
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
だ
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
こ
れ
ま
で
「
真
似

た
」
根
拠
に
つ
い
て
一
切
表
示
し
て
い
な
い
。
そ
の
上
、「
当
時
…
…

人
を
展
示
す
る
、
人
間
動
物
園
と
呼
ば
れ
ま
し
た
」
と
説
明
し
、
日
英

博
覧
会
当
時
か
ら
「
人
間
動
物
園
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
受
け
取
ら
れ

か
ね
な
い
説
明
を
し
て
い
る
が
、
日
英
博
覧
会
で
「
人
間
動
物
園
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
不
明
に
し
た
ま
ま
だ
。

し
か
し
、
最
新
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
「
真
似
た
」
の
で
は
な

く
、
博
覧
会
の
主
催
者
か
ら
請
わ
れ
た
と
い
う
の
が
歴
史
の
事
実
だ
。

明
治
四
十
三
年
二
月
二
十
一
日
、
パ
イ
ワ
ン
族
の
派
遣
を
要
請
し
た
主

催
者
で
あ
る
英
国
側
の
日
英
博
覧
会
余
興
部
を
乙
と
し
、
日
本
側
の
台

湾
総
督
府
民
政
長
官
だ
っ
た
大お
お

嶋し
ま

久く
ま

満じ

次
を
甲
と
し
て
交
わ
し
た
「
契

約
書
」
が
あ
る
。
そ
の
第
一
項
目
で
は
「
甲
ハ
日
英
博
覧
会
中
、
台
湾

生
蕃
人
二
十
四
名
ヲ
右
博
覧
会
ニ
出
場
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」
と
あ
り
、
第

三
項
で
は
「
甲
ハ
生
蕃
人
ヲ
シ
テ
日
英
博
覧
会
会
場
ニ
在
テ
乙
ノ
指
定

ス
ル
建
物
又
ハ
場
所
ニ
生
蕃
人
ノ
生
活
状
態
ヲ
作
ラ
シ
メ
公
衆
ニ
示
ス

コ
ト
ヲ
約
ス
」
と
あ
る
。

当
該
番
組
の
説
明
で
は
、
日
英
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
る
経
過
や
こ
の

よ
う
な
契
約
書
に
つ
い
て
の
言
及
は
一
切
な
い
。
日
本
は
英
国
側
の
主

催
者
に
請
わ
れ
、「
英
国
当
事
者
ノ
希
望
ヲ
モ
参
酌
シ
」
て
パ
イ
ワ
ン

族
な
ど
の
「
生
活
状
態
ヲ
作
ラ
シ
メ
公
衆
ニ
示
ス
コ
ト
」
を
受
け
入
れ

た
と
い
う
の
が
歴
史
の
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
日
本
が
主
体
的
に

「
真
似
た
」
と
す
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
説
明
は
歴
史
事
実
と
異
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
日
英
博
覧
会
に
派
遣
さ
れ
た
パ
イ
ワ
ン
族
や
ア
イ
ヌ
人
た
ち

は
、
あ
た
か
も
檻
の
中
で
生
活
す
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る

「
人
間
動
物
園
」と
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
事
実
は
異
な
る
。

日
英
博
覧
会
で
パ
イ
ワ
ン
族
が
居
住
し
て
い
た
と
こ
ろ
は
「
台
湾
村
落

（T
he Form

osa H
am

let

）」
と
命
名
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
決

し
て
「
人
間
動
物
園
」
と
表
示
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
そ
う
呼
ば

れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
パ
イ
ワ
ン
族
の
人
々
は
日
本
か
ら
差
別
を
受
け
た
と
は
思

わ
な
か
っ
た
し
、
逆
に
ロ
ン
ド
ン
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
を
得
が
た
い

異
文
化
体
験
と
し
て
捉
え
、
文
明
化
を
学
ぼ
う
と
さ
え
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
日
英
博
覧
会
に
参
加
し
た
パ
イ
ワ
ン
族
の
感
想
を
見
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れ
ば
よ
く
分
か
る
。

日
英
博
覧
会
か
ら
六
年
後
、
大
正
五
年
の
『
中
央
公
論
』
七
月
号
に

掲
載
さ
れ
た
中な
か

村む
ら

古こ

峡き
ょ
うと
い
う
作
家
の
「
蕃
地
か
ら
」
と
い
う
作
品
で

は
、
中
村
が
テ
ボ
・
サ
ド
ガ
イ
と
い
う
日
英
博
覧
会
に
派
遣
さ
れ
た
パ

イ
ワ
ン
族
の
感
想
を
取
り
上
げ
、
中
村
の
通
訳
者
が
「
英
国
に
居
る
間

に
台
湾
へ
帰
り
た
い
と
は
思
わ
な
か
つ
た
か
」
と
尋
ね
る
と
、
テ
ボ
・

サ
ド
ガ
イ
は
「
少
し
も
帰
り
た
い
と
は
思
は
な
か
つ
た
。
却
つ
て
妻
子

を
台
湾
か
ら
呼
寄
せ
て
何
時
ま
で
も
向
ふ
に
住
ん
で
み
た
か
つ
た
と
答

へ
た
さ
う
だ
」
と
記
し
て
い
る
（
山
口
守
編
著
『
講
座　

台
湾
文
学
』

所
収
、
河
原
功
「
日
本
人
作
家
の
見
た
台
湾
原
住
民
」）。

ま
た
、
日
英
博
覧
会
か
ら
二
十
二
年
後
、
昭
和
七
年
に
出
版
さ
れ
た

鈴
木
作
太
郎
の
『
台
湾
の
蕃
族
研
究
』（
昭
和
五
十
二
年
、
青
史
社
か

ら
復
刻
版
）
で
は
、
日
英
博
覧
会
に
派
遣
さ
れ
た
パ
イ
ワ
ン
族
が
佐さ

久く

間ま

左さ

馬ま

太た

総
督
に
述
べ
た
感
想
を
「
倫ろ
ん

敦ど
ん

市
街
の
宏
壮
佳
麗
な
こ
と
、

商
工
業
品
の
精
巧
な
こ
と
、
機
器
機
関
の
雄
大
な
こ
と
、
人
馬
物
貨
の

往
来
織
る
が
如
き
こ
と
又
は
金
銀
財
宝
の
融
通
流
る
る
が
如
き
こ
と
台

北
に
幾
十
百
倍
な
る
か
を
知
ら
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
翌
四
十
五
年
五
月
十
日
よ
り
六
月
四
日
ま
で
英
国
人

『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
プ
ラ
イ
ス
』
氏
が
動
植
物
採
集
の
為
に
」
訪
台
し
た

と
き
、
高
士
村
の
パ
イ
ワ
ン
族
の
人
々
は
「
滞
英
中
の
恩
に
酬む
く

ゆ
る
た

め
」
こ
の
英
国
人
を
招
待
し
て
宴
を
開
い
た
こ
と
も
記
し
て
い
る
。
こ

の
招
待
宴
の
席
で
、
テ
イ
ポ
・
サ
ロ
ン
ガ
イ
は
「
我
等
は
未
だ
蕃
地
を

発
せ
ざ
る
前
と
入
英
後
の
感
想
と
は
全
く
一
変
じ
た
の
で
あ
る
。
惟お
も

ふ

に
世
界
中
我
等
の
如
き
野
蛮
な
る
人
種
は
な
い
で
あ
ら
う
。
速
か
に
此

の
蛮
習
を
脱
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
之
を
脱
せ
ん
と
す
る
に
は
須
く
学
問

の
力
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
後
は
力
を
子
弟
の
教
育
に
努
め
漸ぜ
ん

を
逐

つ
て
開
明
の
域
に
進
み
、
英
国
ま
で
も
留
学
す
べ
き
者
を
出
し
、
終
に

は
世
界
の
人
々
と
同
等
の
生
活
を
な
す
日
の
来
ら
ん
こ
と
を
庶こ
い

幾ね
が

ふ
の

で
あ
る
」
と
歓
迎
の
辞
を
述
べ
た
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
鈴
木
作
太
郎
は
「
彼
等
蕃
人
と
雖
も
教
育
を
重
ん
ず

る
抱
負
は
文
明
人
と
毫
も
変
ら
な
い
こ
と
が
知
れ
る
。
而
し
て
彼
等
は

宴
闌
た
け
な
わな
る
に
及
び
約や
く
り
ゃ
く略記
憶
し
て
ゐ
た
英
語
で
応
酬
対
話
し
一
夕
の
歓

を
尽
し
た
と
の
こ
と
で
あ
つ
た
」
と
、
パ
イ
ワ
ン
族
が
文
明
人
と
変
わ

ら
な
い
こ
と
を
得
心
し
た
様
子
で
記
し
、
そ
の
歓
待
の
様
子
を
驚
き
を

も
っ
て
紹
介
し
て
い
る
。

テ
イ
ポ
・
サ
ロ
ン
ガ
イ
は
「
今
後
は
力
を
子
弟
の
教
育
に
努
め
…
…

英
国
ま
で
も
留
学
す
べ
き
者
を
出
し
」
と
歓
迎
の
辞
を
述
べ
た
。
昨
年

八
月
に
来
日
し
た
パ
イ
ワ
ン
族
の
李
文
来
氏
は
、
高
士
村
の
教
育
程
度

は
他
の
村
と
比
べ
て
高
く
、
多
く
の
優
秀
な
人
材
を
輩
出
し
て
い
る

と
、
誇
ら
し
げ
に
話
し
て
い
た
。
李
氏
自
身
も
台
湾
で
は
著
名
な
国
立

高
雄
医
学
大
学
出
身
の
医
師
で
、
台
湾
省
議
会
議
員
も
つ
と
め
た
経
歴

を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
英
博
覧
会
に
参
加
し
た
高
士
村
の
人
々
が

帰
郷
後
、
歓
迎
の
辞
で
述
べ
た
誓
い
を
守
っ
て
教
育
に
力
を
入
れ
た
結

果
で
あ
り
、
李
文
来
氏
の
発
言
は
そ
れ
を
証
し
て
い
る
。
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だ
か
ら
、
日
英
博
覧
会
に
派
遣
さ
れ
た
パ
イ
ワ
ン
族
の
息
子
の
許
進

貴
氏
と
娘
の
高
許
月
妹
さ
ん
兄
妹
や
、
来
村
の
英
国
人
が
伝
え
た
歌
を

今
で
も
歌
う
華
阿
財
氏
な
ど
は
「
高
士
村
の
人
々
が
共
有
す
る
博
覧
会

の
美
し
い
記
憶
と
し
て
後
世
に
語
り
継
が
れ
て
き
た
も
の
を
、
な
ぜ
突

然
『
人
間
動
物
園
』
と
い
う
見
方
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
か
。
大
変
理

解
に
苦
し
み
ま
す
」
と
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
抗
議
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
こ
の
よ
う
な
史
料
を
無
視
し
、
日
本
は
「
生
蕃

人
ノ
生
活
状
態
ヲ
作
ラ
シ
メ
公
衆
ニ
示
ス
コ
ト
」
を
受
け
入
れ
た
立
場

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
が
主
体
的
に
パ
イ
ワ
ン
族
を
「
人
間
動
物

園
」
と
し
て
「
展
示
」
し
て
差
別
し
た
と
い
う
歴
史
に
す
り
替
え
、
歴

史
事
実
を
捏
造
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
傍
証
し
よ
う
と
許

進
貴
氏
や
高
許
月
妹
さ
ん
を
利
用
し
た
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
「
許
進
貴
さ
ん
（
兄
）
と
高
許
月

0

0

0

さ
ん
（
妹
）
に
は
、
ま

ず
『
父
親
た
ち
パ
イ
ワ
ン
の
人
た
ち
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
連
れ
て
行
か

れ
、
博
覧
会
で
見
せ
物
に
な
っ
た
』
こ
と
を
説
明
し
、
そ
の
後
、
博
覧

会
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
を
提
示
し
な
が
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
て
い

ま
す
」
と
説
明
し
て
い
る
（
圏
点
は
引
用
者
）。

し
か
し
、
取
材
を
受
け
た
高
許
月
妹
さ
ん
自
身
は
朝
日
新
聞
な
ど
の

取
材
に
「（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら
）
取
材
趣
旨
の
説
明
は
な
く
、
突
然
来
て
父

親
の
写
真
を
見
せ
ら
れ
た
だ
け
」
と
説
明
し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
説
明
を
真
っ

向
か
ら
否
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
取
材
に
あ
た
っ
て
は
、
番
組
お

よ
び
取
材
の
意
図
を
事
前
に
十
分
に
説
明
し
、
理
解
を
得
る
」
と
定
め

た
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
抵
触
す
る
の
は
明
白
な
こ
と
だ
。

ま
た
、
高
許
月
妹
さ
ん
は
朝
日
新
聞
の
取
材
に
「
涙
を
流
し
た
の
は

父
を
懐
か
し
く
思
っ
た
か
ら
」
と
話
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
番

組
は
、
父
が
「
人
間
動
物
園
」
と
し
て
展
示
さ
れ
た
こ
と
を
そ
の
娘
が

「
悲
し
い
」
と
発
言
し
て
涙
を
流
し
た
よ
う
に
仕
立
て
上
げ
た
の
だ
か

ら
、
こ
れ
は
明
ら
か
な
捏
造
編
集
で
あ
り
、「
報
道
は
事
実
を
ま
げ
な

い
で
す
る
こ
と
」
と
定
め
た
放
送
法
に
違
反
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
問
題
は
、
番
組
で
は
高
許
月
妹
さ
ん
が
パ
イ
ワ
ン
語
で
話
す

場
面
を
、
字
幕
で
「
悲
し
い
ね
。
こ
の
出
来
事
の
重
さ
語
り
き
れ
な

い
」
と
映
し
出
し
た
が
、
朝
日
新
聞
は
「
パ
イ
ワ
ン
語
の
専
門
家
が
発

言
を
改
め
て
訳
し
た
と
こ
ろ
『
何
と
言
え
ば
い
い
か
。（
父
の
こ
と

は
）
よ
く
分
か
ら
な
い
』
と
な
り
、
字
幕
と
は
符
号
し
な
い
」
と
指
摘

し
て
い
る
こ
と
だ
。

発
言
を
的
確
に
翻
訳
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
朝
日
の
こ
の
指
摘
が

事
実
だ
と
し
た
ら
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
高
許
月
妹
さ
ん
の
発
言
を
捏
造
し
た
こ

と
に
な
る
。
翻
訳
ミ
ス
だ
と
し
て
も
、
翻
訳
検
証
を
行
わ
ず
に
番
組
を

制
作
し
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
で
は
と
て
も
パ
イ
ワ
ン
人
の
「
尊
厳
と

基
本
的
人
権
を
十
分
尊
重
」
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
高
許
月
妹
さ

ん
の
人
権
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
番
組
出
演
者
な
ど
か
ら
の
抗
議
と
訂
正
要
求
を

受
け
入
れ
、
速
や
か
に
謝
罪
し
て
訂
正
放
送
す
べ
き
な
の
で
あ
り
、
こ

れ
を
以
て
私
の
意
見
陳
述
と
す
る
。


