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情
景
か
、
個
人
的
な
ド
ラ
マ
か

論
文
を
書
く
に
あ
た
っ
て
は
、
ヒ
ッ
ト

曲
ば
か
り
を
収
録
し
た
本
か
ら
年
代
ご
と

の
ヒ
ッ
ト
曲
を
集
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
詞

を
パ
ソ
コ
ン
に
打
ち
込
ん
で
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
作
成
し
、
分
析
を
行
な
っ
た
の
で
す

が
、
そ
の
際
に
注
目
し
た
の
が
、
歌
詞
に

出
て
く
る
地
名
や
場
所
、
風
景
の
捉
え
方
、

そ
れ
と
人
称
代
名
詞
で
す
。

民
博
で
は
た
く
さ
ん
の
映
像
作
品
を
作

っ
て
き
ま
し
た
が
、
た
と
え
ば
地
域
の
儀

礼
を
撮
影
す
る
と
き
に
、
研
究
者
に
と
っ

て
興
味
の
あ
る
一
部
分
だ
け
に
カ
メ
ラ
を

向
け
て
し
ま
う
と
、
そ
の
儀
礼
の
全
体
は

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
で
も
、

「
こ
れ
が
こ
の
儀
式
の
前
後
の
流
れ
な
の

か
」
と
わ
か
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
ど

う
し
て
も
全
体
像
が
必
要
で
す
。
要
す
る

に
、
ズ
ー
ム
イ
ン
し
て
撮
影
す
る
と
主
観

組
で
す
が
、
関
西
で
は
桂
三
枝
（
い
ま
の

文
枝
）
や
笑
福
亭
仁
鶴
が
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ

ィ
と
な
っ
て
聴
取
者
か
ら
の
ハ
ガ
キ
を
読

み
上
げ
る
聴
取
者
参
加
型
の
ラ
ジ
オ
が
人

気
で
、
こ
う
し
た
隆
盛
は
「
ラ
ジ
オ
・
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
ろ
は
ち
ょ
う
ど
、
フ
ォ
ー
ク
が

反
戦
的
な
も
の
か
ら
、
私
小
説
的
な
も
の

に
変
わ
っ
て
い
く
節
目
で
も
あ
り
ま
し
た
。

旅
に
ま
つ
わ
る
原
稿
に
な
ぜ
歌
謡
曲
が

登
場
し
た
の
か
と
い
う
と
、
執
筆
を
頼
ま

れ
た
と
き
に
ふ
と
、
歌
謡
曲
に
は
出
立
や

別
れ
な
ど
、
旅
に
関
係
す
る
歌
が
多
い
な

と
思
っ
た
ん
で
す
。
同
時
に
、
フ
ォ
ー
ク

の
歌
詞
が
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
っ

た
と
感
じ
た
こ
と
も
蘇
っ
て
き
て
。
昭
和

歌
謡
の
歌
詞
を
「
旅
」
と
い
う
手
が
か
り

で
追
っ
て
み
た
ら
、
昭
和
と
い
う
時
代
な

ら
で
は
の
人
間
の
営
み
や
時
代
の
変
遷
が

見
え
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
│
│
。
こ
の

論
文
は
、
そ
ん
な
試
み
で
も
あ
り
ま
し
た
。

民
博
で
観
光
人
類
学
の
シ
リ
ー
ズ
本
を
出

す
に
あ
た
り
、
旅
に
ま
つ
わ
る
原
稿
を
書

い
て
ほ
し
い
と
依
頼
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で

執
筆
し
た
の
が
「
歌＊

謡
曲
の
歌
詞
に
見
る

旅
│
昭
和
の
歌
謡
史
・
私
論
│
」
で
し
た
。

も
と
も
と
歌
謡
曲
に
は
興
味
が
あ
っ
た

ん
で
す
。
大
学
の
修
士
の
時
代
で
す
か
ら
、

一
九
七
〇
年
代
初
め
の
こ
と
。
当
時
は
生

活
が
昼
夜
逆
転
し
て
い
て
、
夜
を
徹
し
て

ハ
ン
ダ
づ
け
し
て
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
を
開
発

す
る
日
々
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
明
け
方
に

懐
メ
ロ
を
流
す
早
起
き
老
人
向
け
ラ
ジ
オ

番
組
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
寝
ぼ
け

頭
で
聴
い
て
い
た
ん
で
す
け
ど
（
笑
）、

こ
れ
で
歌
謡
曲
に
は
ず
い
ぶ
ん
親
し
み
ま

し
た
。

当
時
は
、
テ
レ
ビ
の
普
及
で
一
度
は
廃す

た

れ
か
け
た
ラ
ジ
オ
が
盛
り
返
し
た
時
期
で

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
の
き
っ
か
け

が
深
夜
ラ
ジ
オ
で
す
。
い
ま
で
も
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
「
ラ
ジ
オ
深
夜
便
」
は
隠
れ
た
人
気
番

て
（
笑
）、
そ
の
十
年
後
に
、
京
大
で
浮

き
か
け
て
い
た
僕
も
民
博
に
来
ま
し
た

（
笑
）。当

初
は
情
報
処
理
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

作
成
に
携
わ
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
徐
々

に
民
族
学
の
ほ
う
の
勉
強
も
始
め
て
、
現

在
は
民
族
文
化
を
情
報
と
い
う
視
点
か
ら

研
究
す
る
の
が
専
門
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で

す
ね
。

昭
和
も
終
わ
っ
て
間
も
な
い
こ
ろ
に
、

に
い
て
、
そ
こ
か
ら
国
立
民
族
学
博
物
館

（
民
博
）
に
移
っ
て
き
ま
し
た
。

一
九
七
四
年
に
民
博
が
で
き
た
当
時
の

梅
棹
忠
夫
初
代
館
長
は
、
人
文
系
の
人
間

も
、
こ
れ
か
ら
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
道
具

と
し
て
駆
使
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
人
で
し
た
。
そ
こ
で
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
関
係
の
人
材
を
必
要
と
し
て
い
た

ん
で
す
け
ど
、
京
大
工
学
部
で
も
ち
ょ
っ

と
浮
い
て
い
た
僕
の
先
輩
が
ま
ず
選
ば
れ

昭
和
の
変
遷
を
歌
詞
で
追
う

│
│
久
保
さ
ん
は
ど
う
い
っ
た
分
野
が
ご

専
門
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
歌
謡
曲
の
論
文

と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
珍
し
い
な
と
思
っ

た
ん
で
す
が
…
…
。

も
と
も
と
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
研
究
者

で
す
。「
え
⁉
」
と
い
う
感
じ
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
最
初
は
京
都
大
学
の
工
学
部
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昭
和
の
歌
謡
史
を
、人
文
科
学
的
見
地
か
ら
論
文
に
ま
と
め
た
久
保
正
敏
さ
ん
。

旅
に
ま
つ
わ
る
昭
和
歌
謡
の
歌
詞
を
追
っ
て
見
え
て
き
た
の
は
、

と
き
に
明
る
く
、と
き
に
悲
し
い
、

昭
和
と
い
う
激
動
の
時
代
と
、そ
の
転
換
点
だ
っ
た
│
│
。

喜
び
も
悲
し
み
も
歌
に
込
め
て

昭
和
と
と
も
に
、歌
謡
曲
あ
り
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