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一 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
見
る
世
の
退
廃 

 

社
会
の
活
動
に
現
役
で
か
か
わ
っ
て
日
を
営
む
人
た
ち
は
、
社
会
を
よ
く
観
察
し
て
い
な
が
ら
、
日
々

身
心
を
消
耗
す
る
せ
い
で
、
世
の
推
移
を
見
過
ご
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
世
俗
を

の
が
れ
て
閑
居
す
る
者
も
、
原
理
的
に
社
会
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
暮
ら
し
て
い
れ
ば
必
ず
世
を

観
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
距
離
を
置
い
て
見
る
せ
い
で
、
か
え
っ
て
大
局
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
そ
し
て
、
消
尽
す
る
時
間
が
よ
け
い
に
あ
れ
ば
、
気
づ
い
た
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
思
い
め
ぐ
ら
す
こ
と

に
も
な
る
。 

  

と
き
ど
き
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
を
視
る
。
外
来
語
を
根
拠
な
く
断
片
化
し
た
符
丁
で
呼
ぶ
の
は
日
本
人
の
悪

い
く
せ
だ
が
、
わ
た
し
も
そ
れ
に
染
ま
っ
て
い
る
か
ら
使
え
ば
、
最
近
の
テ
レ
ビ
番
組
は
た
い
て
い
お
も

し
ろ
く
な
い
。
家
族
に
ぼ
や
い
て
い
る
の
は
わ
た
し
一
人
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
よ
う
だ
。
同
世
代
の
人

が
同
じ
よ
う
な
感
想
を
も
ら
す
の
を
し
ば
し
ば
聞
く
。
そ
の
世
代
と
は
行
政
機
関
が
高
齢
者
と
認
定
す
る

世
代
つ
ま
り
老
人
で
あ
る
。
す
る
と
、
よ
く
あ
る
老
人
の
愚
痴
か
も
し
れ
な
い
．
し
か
し
、
そ
う
話
し
た

人
は
経
験
を
積
ん
で
見
識
あ
る
人
だ
か
ら
、
こ
の
見
方
に
は
一
定
の
根
拠
が
あ
る
だ
ろ
う
。 
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今
、
多
く
の
人
が
夕
食
後
に
く
つ
ろ
ぐ
時
間
を
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
と
称
す
る
も
の
が
占
領
し
て
い

る
。
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
司
会
者
と
参
加
者
が
、
と
り
と
め
の
な
い
や
り
取
り
を
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
数
の
減
っ
た
ド
ラ
マ
も
か
つ
て
の
も
の
と
は
か
な
り
違
う
。
回
顧
し
て
み
る
と
、
昔
の
番
組
が
優

れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
が
社
会
の
状
況
に
合
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
古
い
共
同
体
の
な
ご
り
を

と
ど
め
る
社
会
か
ら
出
た
人
々
が
大
半
を
占
め
る
視
聴
者
に
、
番
組
は
く
つ
ろ
ぎ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

た
。
見
な
が
ら
雑
談
も
で
き
る
ゆ
っ
た
り
し
た
テ
ン
ポ
だ
っ
た
。
し
か
し
、
高
度
経
済
成
長
を
遂
げ
た
日

本
の
社
会
は
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
変
化
し
、
続
い
て
日
本
の
労
働
事
情
は
厳
し
く
な
っ
て
、
雇
用
さ
れ
て

い
る
人
々
の
労
働
時
間
は
以
前
よ
り
も
ず
っ
と
長
く
、
ゆ
っ
く
り
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
を
視
る
人
は
減
っ
て
い

る
。
番
組
は
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
、
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
に
よ
っ
て
人
間
の
出
来
事
を
明
る
み

に
出
す
の
が
演
劇
で
あ
る
。
自
宅
で
長
い
間
ド
ラ
マ
を
観
れ
ば
、
刺
激
を
求
め
て
劇
的
な
趣
向
を
求
め
る

こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
テ
レ
ビ
放
送
が
始
ま
っ
て
半
世
紀
以
上
に
な
る
今
日
の
番
組
が
変
化
し
た
の
は
、

仕
方
の
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
受
信
料
収
入
の
あ
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
が
民
放
に
似
て
来
た
の
も
最
近

の
特
徴
だ
。
他
方
で
、
い
わ
ゆ
る
大
河
ド
ラ
マ
の
よ
う
な
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。
夜
に
は
満
月
、
感
情

を
表
現
す
る
の
に
は
涙
な
ど
、
場
面
も
人
間
表
現
も
月
並
み
な
ド
ラ
マ
が
、
歴
史
を
よ
く
知
ら
な
い
新
し

い
世
代
の
興
味
を
引
き
つ
け
よ
う
と
し
て
、
新
奇
な
筋
立
て
で
劇
を
組
み
立
て
、
日
本
の
歴
史
を
「
再
現
」

し
て
見
せ
る
。
世
代
を
重
ね
れ
ば
、
人
間
と
歴
史
の
認
識
は
薄
弱
に
な
り
、
社
会
に
重
い
影
響
を
及
ぼ
す
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だ
ろ
う
。
お
金
を
か
け
た
番
組
が
そ
う
な
の
だ
か
ら
、
ほ
か
も
推
し
て
知
る
べ
し
。
あ
れ
こ
れ
の
現
象
を

見
れ
ば
、
昔
の
人
が
テ
レ
ビ
放
送
に
つ
い
て
警
告
し
た
こ
と
が
杞
憂
で
は
な
い
、
と
思
え
て
く
る
。 

  

こ
の
変
化
を
少
し
立
ち
入
っ
て
考
え
れ
ば
、
テ
レ
ビ
業
界
の
置
か
れ
た
経
済
状
況
が
そ
の
背
後
に
見
え

る
。
テ
レ
ビ
放
送
の
業
界
は
前
ほ
ど
番
組
に
お
金
を
使
え
な
く
な
っ
た
の
だ
。
勢
い
番
組
制
作
費
の
安
い

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
が
増
え
る
。
ド
ラ
マ
の
製
作
費
も
減
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
ド
ラ
マ
は
、
刺
激
的

で
視
聴
率
の
高
く
な
る
も
の
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
厳
し
い
状
況
の
中
で
視
聴
率
競
争
が
番
組
の
質

を
ど
の
よ
う
に
変
え
て
い
る
か
は
、
批
評
家
の
言
を
ま
つ
こ
と
に
し
よ
う
。
状
況
の
一
端
は
、
韓
流
ド
ラ

マ
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
自
前
で
制
作
す
る
よ
り
も
外
国
の
番
組
を
買
っ
て
放
映
す

れ
ば
、
安
上
が
り
に
番
組
表
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
の
ド
ラ
マ
と
情
景
が
異
な
り
、
知
ら
な
い

隣
国
の
歴
史
ド
ラ
マ
は
そ
れ
な
り
に
刺
激
的
で
も
あ
る
。
今
や
一
定
数
の
フ
ァ
ン
が
い
る
。
こ
こ
に
は
、

踵
を
接
し
て
日
本
経
済
を
追
っ
て
い
る
韓
国
で
、
経
済
成
長
期
の
日
本
の
よ
う
に
テ
レ
ビ
番
組
が
順
調
に

つ
く
ら
れ
て
い
る
事
情
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
機
械
と
し
て
の
受
像
機
だ
け
で
な
く
そ
の
番
組
も
、

両
国
の
経
済
発
展
の
位
相
差
を
教
え
る
。
そ
れ
で
も
、
韓
流
ド
ラ
マ
の
流
行
は
、
隣
国
の
理
解
を
い
く
ぶ

ん
深
め
る
点
で
評
価
す
べ
き
か
。
さ
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
は
、
日
本
の
テ
レ
ビ
業
界
の
人
々
の
経
済

事
情
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
推
測
さ
せ
る
。
ド
ラ
マ
の
数
が
減
っ
て
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
は
い
く



4 

ぶ
ん
タ
レ
ン
ト
救
済
の
役
目
を
果
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  
変
化
は
番
組
だ
け
に
限
ら
な
い
。
民
放
に
は
、
美
容
と
健
康
を
勧
め
る
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
カ
タ
カ
ナ
語
が
い
よ
い
よ
増
え
て
、
あ
れ
だ
け
見
せ
ら
れ
れ
ば
、
霊
験
あ
ら
た
か
な

物
質
名
が
耳
に
残
る
ほ
ど
。
こ
れ
は
社
会
と
文
化
の
上
で
見
過
ご
し
に
で
き
な
い
現
象
だ
と
思
っ
て
い
た

ら
、
あ
の
天
野
祐
吉
さ
ん
が
朝
日
新
聞
の
コ
ラ
ム
「
Ｃ
Ｍ
天
気
図
」
で
批
評
し
て
い
た
。
ほ
と
ん
ど
生
活

必
需
品
と
は
言
え
な
い
も
の
の
Ｃ
Ｍ
の
多
さ
か
ら
す
る
と
、
「
こ
の
国
で
は
ほ
し
い
も
の
が
な
く
な
っ
て

き
た
」
よ
う
だ
、
と
。
柔
和
な
顔
に
あ
る
眼
は
画
面
の
奥
に
こ
の
国
の
現
在
を
見
透
か
し
て
、
「
こ
う
い

う
や
り
方
で
経
済
成
長
を
維
持
す
る
時
代
は
、
も
う
終
わ
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
な
あ
」
と
嘆
い
て
い
る
。

Ｃ
Ｍ
も
、
日
本
経
済
の
状
況
を
映
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
内
で
大
き
な
利
益
を
あ
げ
ら
れ
な
く
な

っ
た
製
造
業
が
、
広
告
へ
の
支
出
を
減
ら
し
て
い
る
と
見
え
る
。
大
企
業
が
今
や
巨
大
な
多
国
籍
企
業
に

な
っ
た
の
に
、
一
社
で
三
十
分
番
組
の
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
る
の
を
た
め
ら
っ
て
い
る
。
代
わ
り
に
、
主
要

製
品
で
名
の
あ
る
会
社
が
、
健
康
志
向
に
乗
っ
て
サ
プ
リ
メ
ン
ト
つ
ま
り
付
録
を
売
る
の
に
や
っ
き
だ
。

あ
れ
だ
け
宣
伝
し
て
い
る
そ
れ
ら
の
製
品
は
、
そ
の
費
用
の
大
き
な
部
分
が
広
告
費
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
を
思
え
ば
、
そ
の
効
用
を
疑
わ
せ
か
ね
な
い
ほ
ど
。 

 

と
こ
ろ
で
、
デ
ィ
ジ
タ
ル
放
送
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い
の
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
解
像
度
四
倍
の
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新
し
い
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
を
宣
伝
し
て
い
る
。
電
機
メ
ー
カ
ー
が
準
備
を
進
め
て
い
る
と
い
う
。
テ
レ
ビ
放

送
で
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
質
に
疑
問
が
あ
る
と
き
に
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
を
改
良
す
る
話
が
出
て
い
る
の
だ
。

こ
れ
も
資
本
制
の
習
性
か
ら
か
。
資
本
は
増
殖
す
る
こ
と
を
求
め
、
次
々
に
そ
の
機
会
を
つ
く
り
出
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
テ
レ
ビ
受
像
機
で
韓
国
の
メ
ー
カ
ー
に
押
さ
れ
て
い
る
日
本
の
電
機
企
業
に
と
っ
て
、

喉
か
ら
手
が
出
る
話
な
の
だ
。
人
々
の
必
要
性
に
先
立
つ
こ
の
動
き
を
退
廃
と
呼
ぶ
の
は
言
い
過
ぎ
だ
ろ

う
。
か
と
い
っ
て
、
健
全
と
も
言
い
に
く
い
。 

  

こ
の
よ
う
に
、
テ
レ
ビ
放
送
を
見
て
い
る
と
こ
の
国
が
退
廃
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
感
を
い
だ
く
。

天
野
先
生
の
コ
ラ
ム
の
表
題
は
「
Ｃ
Ｍ
に
明
日
は
な
い
？
」
。
疑
問
符
は
厳
し
さ
を
和
ら
げ
る
た
め
に
付

け
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
主
文
は
「
先
進
国
の
経
済
成
長
が
完
全
に
行
き
詰
っ
て
い
る
」
と
い
う
宣
告

で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
、
あ
ふ
れ
る
情
報
の
中
に
埋
も
れ
て
見
え
に
く
く
さ
れ
て
い
る
が
、
世
界
の
識
者

に
共
通
し
て
い
る
。
日
本
で
、
国
内
総
生
産
が
拡
大
を
続
け
企
業
の
収
入
が
増
え
て
い
た
時
代
が
終
わ
り
、

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
か
か
わ
る
現
象
に
に
じ
み
出
て
い
る
わ
け
で
、
世
界
経
済
が
根
本
的
に
変
化
し
つ
つ
あ

る
の
で
あ
る
。
大
き
な
会
社
が
付
録
の
宣
伝
に
か
ま
け
て
い
る
の
は
、
先
進
資
本
主
義
諸
国
で
、
生
活
必

需
品
を
生
産
し
て
十
分
利
潤
を
上
げ
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
本
で
退
廃
と
思
え
る
現

象
が
見
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
は
そ
こ
に
あ
る
。
世
界
経
済
自
身
の
変
調
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
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広
い
考
察
が
必
要
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
こ
れ
で
や
め
て
お
こ
う
。
た
だ
、
経
済
の
不
調
に
つ
れ
て
、
社
会

が
も
が
い
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
の
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

  

十
八
世
紀
初
頭
、
江
戸
時
代
後
期
の
文
化
・
文
政
の
頃
、
商
業
の
発
展
は
飽
和
状
態
に
達
し
封
建
体
制

は
行
き
詰
り
、
社
会
は
打
開
策
を
模
索
し
て
い
た
。
進
む
べ
き
方
向
を
求
め
て
、
思
想
は
闊
達
を
欠
く
国

学
に
向
か
い
、
文
化
は
退
廃
の
気
味
を
帯
び
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
化
政
文
化
と
呼
ば
れ
て
爛
熟
が
評
価
さ

れ
る
が
、
世
界
水
準
と
比
較
す
れ
ば
見
劣
り
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
現
在
、
日
本
の
文
化
に

退
廃
の
兆
候
が
あ
る
の
は
、
時
代
が
転
換
期
に
あ
る
証
の
一
つ
だ
ろ
う
。
孫
と
遊
び
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ

が
時
代
の
大
き
な
う
ね
り
に
も
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
、
「
明
日
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
考
え

る
。 
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