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日
本
放
送
協
会
（
以
下
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）
が
昨
年
四
月
五
日
夜
に
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
」
の
第

一
回
「
ア
ジ
ア
の
〝
一
等
国
〟」（
以
下
、
番
組
）
は
反
日
的
な
歴
史
捏

造
、
印
象
操
作
が
多
数
見
ら
れ
、
こ
れ
が
視
聴
者
、
社
会
に
及
ぼ
す
悪

影
響
を
座
視
し
得
ず
、
以
下
の
よ
う
に
意
見
を
述
べ
る
。

■「
匪
徒
刑
罰
令
」の
解
説
は
不
公
正

番
組
は
「
後
藤
は
、
台
湾
の
み
に
適
用
さ
れ
る
法
律
、
特
別
法
を
駆

使
し
て
ゆ
き
ま
す
。
ま
ず
手
を
着
け
た
の
は
、
住
民
の
抵
抗
運
動
を
抑

え
る
こ
と
で
し
た
。
後
藤
が
考
え
出
し
た
条
令
、
匪ひ

徒と

刑け
い

罰ば
つ

令れ
い

で
す
。

日
本
内
地
で
は
あ
り
得
な
い
厳
し
い
も
の
で
し
た
。
略
奪
、
殺
傷
の
み

な
ら
ず
、
建
物
や
標
識
、
田
畑
を
破
壊
し
た
者
は
死
刑
。
未
遂
で
あ
っ

て
も
同
罪
と
す
る
。
総
督
府
警
察
が
、
匪
徒
、
犯
罪
者
と
看
做
せ
ば
、

た
と
え
未
遂
で
も
死
刑
に
処
せ
ら
れ
ま
し
た
」
と
解
説
し
、
日
本
政
府

の
台
湾
人
殺
害
の
残
虐
性
を
強
調
し
た
が
、
匪
徒
刑
罰
令
が
「
内
地
で

は
あ
り
得
な
い
」
ほ
ど
寛
大
な
条
例
で
あ
る
事
実
を
隠
蔽
し
た
の
は
公

正
な
報
道
姿
勢
と
は
言
え
な
い
。

そ
も
そ
も
こ
の
条
例
は
、
当
時
各
地
に
蟠ば
ん

踞き
ょ

し
、
殺
戮
、
破
壊
行
為

を
繰
り
返
し
て
き
た
武
装
盗
賊
集
団
対
策
と
し
て
「
討
伐
」
よ
り
「
招

降
」
を
優
先
さ
せ
る
寛
大
な
政
府
方
針
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、

事
実
、
同
令
の
第
六
条
に
は
「
本
令
の
罪
を
犯
し
た
る
者
官
に
自
首
し

た
る
と
き
は
情
状
に
依
り
其そ
の

刑
を
軽
減
し
又
は
全
免
す
」
と
規
定
さ
れ

て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
条
例
に
よ
っ
て
台
湾
島
内
の
治
安
は
確
立
さ
れ
、
民

生
が
安
定
を
得
た
と
言
う
の
が
事
実
だ
が
、
番
組
の
報
道
は
、
条
例
を

台
湾
人
殺さ
つ

戮り
く

政
策
の
象
徴
と
し
て
強
調
す
る
台
湾
の
反
日
捏
造
史
観
と

軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
訂
正
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

台
湾
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
会
長　

永な
が

山や
ま　

英ひ
で

樹き

反
日
的
な
歴
史
捏
造
と
多
数
の
印
象
操
作

【
特
集
】
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
デ
ビ
ュ
ー
裁
判

台
湾
の
反
日
捏
造
史
観
や
中
国
人
の
捏
造
歴
史
観
と
軌
を
一
に
す
る
内
容
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■

根
拠
不
明
の「
神
社
参
拝
強
制
」

番
組
は
「
皇
民
化
政
策
は
、
台
湾
人
の
心
の
中
に
ま
で
踏
み
込
ん
で

ゆ
き
ま
す
。
台
湾
全
島
に
日
本
の
神
社
を
次
々
に
建
て
、
人
々
に
参
拝

を
強
制
し
ま
す
」
と
解
説
し
た
。

そ
こ
で
そ
の
真
偽
を
疑
っ
た
中な
か

山や
ま

成な
り

彬あ
き

・
衆
議
院
議
員
（
元
文
部
科

学
大
臣
、「
日
本
の
前
途
と
歴
史
教
育
を
考
え
る
議
員
の
会
」
会
長
）

は
四
月
二
十
八
日
、
福
地
茂
雄
Ｎ
Ｈ
Ｋ
会
長
へ
宛
て
た
質
問
状
で
、

「
台
湾
で
、
神
社
参
拝
を
強
制
し
て
、
道
教
を
禁
止
し
た
と
報
道
し
た

が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
が
あ
っ
た
か
否
か
」
と
問
い
質
し
た
と
こ

ろ
、
五
月
十
一
日
に
番
組
の
河こ
う

野の

伸の
ぶ

洋ひ
ろ

エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
プ
ロ
デ
ュ

ー
サ
ー
が
回
答
を
寄
せ
、「
人
び
と
に
参
拝
を
強
制
し
た
こ
と
を
示
す

資
料
は
、『
台
湾
時
報
』
が
あ
り
ま
す
」
と
説
明
し
た
。

し
か
し
私
は
こ
の
説
明
を
誤
り
だ
と
認
識
す
る
。
戦
後
に
な
り
台
湾

人
に
対
す
る
「
神
社
参
拝
の
強
制
」
の
有
無
が
論
者
の
間
で
争
わ
れ
た

と
記
憶
す
る
が
、
私
が
こ
れ
ま
で
あ
の
時
代
を
経
験
し
た
複
数
台
湾
の

人
々
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
み
な
一
様
に
「
強
制
は
な
か
っ
た
」
と
答

え
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
こ
で
私
は
五
月
二
十
三
日
、
河
野
氏
に
「
そ
の
資
料
は
『
台
湾
時

報
』
の
何
年
何
月
号
に
あ
る
の
か
」
と
文
書
で
質
問
し
た
。
と
こ
ろ
が

そ
れ
に
対
す
る
「『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
』
担
当
」
名
義
の
六

月
八
日
付
の
回
答
文
書
に
は
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
し
て
は
、
神
社
参
拝
を
強
制

し
た
資
料
と
し
て
台
湾
時
報
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
公
開
し

て
い
ま
せ
ん
」「
公
開
し
て
い
な
い
情
報
を
も
と
に
し
た
ご
質
問
に
、

お
答
え
を
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
あ
っ
た
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
、
こ
の
番
組
で
視
聴
者
に
対
し
て
与
え
た
歴
史
事
実
の
情

報
に
関
し
、
そ
れ
を
疑
問
視
す
る
視
聴
者
に
は
、「
公
開
し
て
い
な
い

情
報
」
を
以
っ
て
歴
史
情
報
の
正
確
さ
を
説
明
し
て
き
た
が
、
こ
の
ケ

ー
ス
に
限
っ
て
「
答
え
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
す
る
の
は
、
こ

の
情
報
の
正
確
さ
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、
報
道
責
任

の
放
棄
、
歴
史
捏
造
の
隠
蔽
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

■「
改
姓
名
強
制
」は
明
ら
か
な
捏
造

さ
ら
に
台
湾
人
に
対
す
る
「
神
社
参
拝
の
強
制
」
と
と
も
に
、
真
偽

が
争
わ
れ
て
き
た
の
が
「
改か
い

姓せ
い

名め
い

の
強
制
」
だ
が
、
番
組
は
「
皇
民
化

と
は
天
皇
中
心
の
国
家
主
義
の
こ
と
、
台
湾
人
を
強
制
的
に
日
本
人
へ

と
変
え
る
政
策
で
し
た
」
と
し
た
上
で
、「
皇
民
化
政
策
は
人
の
名
前

の
変
更
に
ま
で
及
び
ま
し
た
。
同
じ
時
期
、
朝
鮮
半
島
で
は
新
た
に
氏

を
創
る
『
創
氏
改
名
』
が
行
わ
れ
、
台
湾
で
は
『
改
姓
名
』
が
始
ま
り

ま
し
た
」
と
解
説
し
た
。

そ
こ
で
中
山
氏
は
前
述
の
質
問
状
で
「
台
湾
で
実
施
さ
れ
た
『
改
正

名
』
が
、
強
制
的
に
実
施
さ
れ
た
よ
う
に
報
道
し
た
が
、
強
制
を
示
す

資
料
が
あ
っ
た
か
否
か
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
河
野
氏
は
「
台
湾
の

『
改
姓
名
』
は
許
可
制
で
し
た
。
番
組
で
は
『
強
制
的
に
実
施
』
し
た
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と
は
コ
メ
ン
ト
し
て
い
ま
せ
ん
」
と
回
答
し
て
い
る
。

河
野
氏
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
改
姓
名
は
強
制
で
は
な
く
許

可
制
だ
っ
た
。

従
っ
て
、
番
組
が
「
強
制
的
に
日
本
人
へ
と
変
え
る
政
策
」
で
あ
る

と
こ
ろ
の
「
皇
民
化
政
策
」
が
「
人
の
名
前
の
変
更
に
ま
で
及
び
ま
し

た
」
と
解
説
し
た
の
は
、
明
ら
か
な
歴
史
捏
造
で
あ
り
、
訂
正
が
必
要

だ
。

■「
国
民
党
と
の
衝
突
」の
解
説
は
不
正
確

番
組
は
「
戦
後
、
台
湾
を
統
治
し
た
の
は
蔣
介
石
率
い
る
中
国
国
民

党
で
し
た
。
日
本
兵
と
し
て
中
国
と
戦
っ
た
台
湾
人
は
、
か
つ
て
の
敵

の
下
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
台
湾
人
は
、
日
本
人
の
奴
隷
に
な

っ
た
と
非
難
さ
れ
、
国
民
党
と
衝
突
、
多
く
の
人
々
が
処
刑
さ
れ
て
ゆ

き
ま
し
た
」
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
。

「
国
民
党
と
衝
突
」
と
言
う
の
は
、
昭
和
二
十
二
年
に
発
生
し
た

二
・
二
八
事
件
だ
が
、
こ
れ
に
よ
り
少
な
く
と
も
約
三
万
人
も
の
台
湾

人
が
無
差
別
虐
殺
な
ど
で
犠
牲
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
だ
が

「
台
湾
人
は
、
日
本
人
の
奴
隷
に
な
っ
た
と
非
難
さ
れ
、
国
民
党
と
衝

突
、
多
く
の
人
々
が
処
刑
さ
れ
て
行
き
ま
し
た
」
と
す
る
の
は
、
正
確

で
は
な
い
。

よ
く
知
ら
れ
る
と
お
り
、「
衝
突
」
の
原
因
は
国
民
党
の
台
湾
支
配

に
よ
っ
て
生
活
を
圧
迫
さ
れ
る
な
ど
し
た
民
衆
の
不
満
で
あ
り
、「
日

本
人
の
奴
隷
に
な
っ
た
と
非
難
さ
れ
」
た
た
め
だ
け
で
起
こ
っ
た
も
の

で
は
決
し
て
な
い
。

こ
の
よ
う
な
番
組
解
説
か
ら
は
、「
台
湾
人
が
日
本
教
育
を
受
け
た

こ
と
を
中
国
人
に
非
難
さ
れ
、
不
法
に
も
暴
動
を
起
こ
し
、
法
の
裁
き

を
受
け
た
」「
悲
劇
は
台
湾
人
を
奴
隷
に
し
た
日
本
が
生
ん
だ
」
と
の

印
象
を
受
け
る
が
、
こ
れ
は
事
件
発
生
の
責
任
を
一
方
的
に
台
湾
人
に

押
し
付
け
る
中
国
人
の
捏
造
歴
史
観
と
合
致
す
る
と
も
思
わ
れ
、
訂
正

を
要
す
る
。

■「
日
本
統
治
批
判
」は
虚
偽
の
印
象
操
作

番
組
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
学
者
だ
と
い
う
パ
ス
カ
ル
・
ブ
ラ
ン
シ

ャ
ー
ル
を
登
場
さ
せ
、「
私
た
ち
は
、
他
者
と
共
有
で
き
る
歴
史
を
探

り
当
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
他
者
の
歴
史
を
知
る
こ
と
は
、
自
分

自
身
を
知
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
」「
世
界
に
目
を
向
け
、
な
ぜ
世
界

の
人
々
は
日
本
を
こ
の
よ
う
に
見
る
の
か
、
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
」
と
語
ら
せ
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
受
け
、「
親
日
的
と
も
言
わ
れ
る
台
湾
に
、
今
も
残

る
日
本
統
治
の
深
い
傷
。
そ
れ
は
今
後
、
ア
ジ
ア
の
中
で
生
き
て
い
く

日
本
が
、
分
か
ち
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
で
す
」
と
の
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
流
れ
る
。

こ
こ
で
言
う
「
歴
史
」
と
は
明
ら
か
に
「
日
本
統
治
」
の
「
歴
史
」

を
指
す
。
パ
ス
カ
ル
・
ブ
ラ
ン
シ
ャ
ー
ル
は
そ
の
「
歴
史
」
に
関
し
、
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「
な
ぜ
世
界
の
人
々
は
日
本
を
こ
の
よ
う
に
見
る
の
か
」
と
発
言
す
る

が
、「
こ
の
よ
う
に
見
る
」
と
言
う
の
は
、
そ
の
直
前
に
映
し
出
さ
れ

た
元
日
本
軍
人
が
示
し
た
日
本
へ
の
批
判
的
見
方
を
含
む
の
は
明
ら
か

だ
。だ

が
元
日
本
軍
人
が
そ
こ
で
示
し
た
見
方
は
、「
み
な
し
ご
に
な
っ

て
捨
て
ら
れ
た
み
た
い
で
す
よ
。
人
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
ん
だ
、
日
本

は
」
だ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
人
物
が
批
判
す
る
の
は
、「
台
湾
統
治
」

を
止
め
て
台
湾
人
を
中
華
民
国
支
配
下
に
置
き
、「
み
な
し
ご
」
の
よ

う
に
し
た
戦
後
の
日
本
な
の
だ
。

し
か
し
番
組
は
上
述
の
よ
う
に
こ
の
発
言
を
、「
日
本
統
治
」
へ
の

批
判
で
あ
る
か
の
よ
う
な
虚
偽
の
印
象
操
作
を
敢
え
て
行
っ
た
。

そ
れ
が
事
実
で
あ
る
こ
と
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
番
組
放
送
前
に
放
映
し
た
番

組
予
告
の
映
像
で
明
ら
か
だ
。

そ
こ
に
は
、
こ
の
人
物
に
話
を
さ
せ
た
番
組
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
濱は
ま

崎ざ
き

憲け
ん

一い
ち

氏
が
出
演
し
、「
人
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
ん
だ
、
日
本
は
」
の
発

言
を
「
日
本
統
治
時
代
の
、
日
本
の
支
配
に
対
す
る
批
判
」
だ
と
指
摘

し
て
い
る
。

「
親
日
的
と
も
言
わ
れ
る
台
湾
に
、
今
も
残
る
日
本
統
治
の
深
い

傷
」
と
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
番
組
を
最
後
に
総
括
す
る
も
の
だ
っ
た

が
、
こ
の
よ
う
な
総
括
を
し
た
い
が
た
め
に
発
言
の
真
意
を
歪
め
て
報

じ
た
責
任
を
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
そ
の
人
物
本
人
と
視
聴
者
に
対
し
て
負
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。


