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テ
レ
ビ
番
組
『
小
さ
な
村
の
物
語 

イ
タ
リ
ア
』
を
見
る
と
、
イ
タ
リ
ア
の
村
で
は
人
々
は

家
族
や
友
人
を
大
切
に
心
豊
か
に
暮
ら
す
。
若
者
が
一
度
村
を
離
れ
て
も
、
故
郷
の
記
憶
を
失

い
た
く
な
い
と
戻
っ
て
く
る
。
日
本
に
は
こ
う
い
う
幸
せ
な
社
会
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 

 

イ
タ
リ
ア
人
と
日
本
人
の
違
い
は
何
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
イ
タ
リ
ア
人
は
国
を
信
用
し
な
い
。

「
家
族
」
「
知
り
合
い
」
「
自
分
の
住
む
村
」
の
順
で
信
頼
に
値
す
る
も
の
と
す
る
。
古
代
ロ

ー
マ
共
和
政
の
精
神
で
あ
る
「
市
民
と
し
て
の
徳
」
を
尊
重
し
、
自
分
た
ち
の
村
を
守
る
。
日

本
人
に
は
「
村
長
の
言
う
と
お
り
に
」
と
い
う
受
け
身
の
態
度
が
見
え
る
。 

イ
タ
リ
ア
は
古
い
建
物
や
街
並
み
を
保
存
し
な
が
ら
今
の
生
活
に
も
役
立
て
る
。
外
観
は

そ
の
ま
ま
に
し
て
役
割
を
受
け
継
ぎ
、
内
部
を
改
造
し
て
新
し
い
目
的
の
た
め
に
活
用
す
る
。

未
来
を
拓
く
に
は
過
去
に
学
ぶ
べ
き
と
人
々
は
理
解
し
て
い
る
。
日
本
は
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ

ル
ド
が
常
態
化
し
て
い
る
。 

興
味
あ
る
点
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
に
は
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
を
尊
重
す
る
文
化
が
あ
る
。
中
世
か

ら
の
笑
劇
の
手
法
を
駆
使
し
て
政
治
家
や
官
僚
の
不
条
理
を
描
き
笑
わ
せ
る
。
低
俗
な
「
お
笑

い
」
に
興
じ
ず
品
格
を
保
つ
。 

 

こ
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
人
の
自
立
性
や
文
化
意
識
は
ど
の
よ
う
に
育
ま
れ
る
の
か
。
小
さ

な
村
の
物
語
に
出
て
く
る
普
通
の
村
人
た
ち
が
、
日
常
会
話
で
自
分
の
生
き
方
を
話
す
の
に

は
驚
か
さ
れ
る
。
高
校
の
試
験
に
も
筆
記
の
ほ
か
に
、
質
問
に
対
し
て
口
述
で
答
え
る
討
論
会

形
式
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
討
論
し
な
が
ら
自
分
の
意
見
や
主
張
を
ま
と
め
る

習
慣
を
身
に
着
け
る
の
だ
ろ
う
。
自
立
し
て
横
に
つ
な
が
れ
ば
大
き
な
力
が
生
ま
れ
る
こ
と

を
知
っ
て
い
る
。 

 

イ
タ
リ
ア
ば
か
り
で
な
く
、
英
国
で
も
四
十
年
あ
ま
り
前
に
は
ビ
レ
ッ
ジ
の
ま
と
ま
り
が

強
か
っ
た
。
教
会
活
動
や
お
茶
会
な
ど
の
日
常
交
流
が
活
発
で
、
そ
の
中
で
培
わ
れ
た
共
通
の

不
文
律
で
あ
る
コ
モ
ン
セ
ン
ス
が
人
々
の
生
活
様
式
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
律
し
て
い
た
。 

 

村
社
会
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
は
日
本
人
に
も
浸
透
し
た
貴
重
な
不
文
律
で
あ
り
、
調
和
の
と

れ
た
行
動
の
原
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
伝
承
す
る
と
と
も
に
、
イ
タ
リ
ア
人
の
自
立
性
を
取
り
入

れ
て
い
き
た
い
も
の
だ
。 

 


