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一
九
八
〇
年
代
に
至
り
、
Ｍ
Ｔ
Ｖ
で
流
さ
れ
る
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ヴ
ィ
デ
オ
の
流
行

に
よ
っ
て
、
映
画
も
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ヴ
ィ
デ
オ
的
な
も
の
が
増
え
て
ゆ
く
。
そ
ん
な

映
画
の
Ｍ
Ｔ
Ｖ
化
に
対
し
て
、
一
見
風
変
わ
り
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
提
示
し
て
み
せ

た
の
が
、
本
稿
で
分
析
す
る
映
画
監
督
・
相
米
慎
二
で
あ
る
。
相
米
は
一
九
八
〇
年
代
、

そ
の
奇
妙
な
音
（
響
）
へ
の
接
し
方
で
、
何
を
映
画
に
持
ち
込
も
う
と
し
た
の
か
。
本

稿
は
、
そ
れ
に
迫
る
べ
く
、
相
米
の
音
に
対
す
る
独
自
の
手
法
を
一
九
八
〇
年
代
に
撮

ら
れ
た
相
米
の
八
作
品
を
通
じ
て
分
析
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

デ
ビ
ュ
ー
作
『
翔
ん
だ
カ
ッ
プ
ル
』（
一
九
八
〇
）
で
、
後
に
用
い
ら
れ
る
相
米
の

ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
も
い
う
べ
き
方
法
は
か
な
り
出
そ
ろ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
挿
入
歌

の
使
い
方
な
ど
は
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ヴ
ィ
デ
オ
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
ま
だ

独
自
の
音
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
完
成
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　

次
作
『
セ
ー
ラ
ー
服
と
機
関
銃
』（
一
九
八
一
）
で
は
登
場
人
物
に
よ
っ
て
歌
わ
れ

る
歌
が
大
胆
に
前
景
化
し
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
る
。「
カ
ス
バ
の
女
」
と

主
題
歌
の
「
セ
ー
ラ
ー
服
と
機
関
銃
」
が
主
演
の
薬
師
丸
ひ
ろ
子
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
薬
師
丸
と
死
ん
だ
父
の
愛
人
の

あ
い
だ
で
、
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
の
よ
う
に
劇
中
何
度
も
歌
わ
れ
る
「
カ
ス
バ
の
女
」
は

の
ち
に
多
用
さ
れ
る
「
音
の
転
移
」
の
テ
ー
マ
の
予
告
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
映

画
音
楽
が
前
作
よ
り
も
影
を
ひ
そ
め
る
。
こ
こ
で
作
・
編
曲
さ
れ
た
映
画
音
楽
は
、『
翔

ん
だ
カ
ッ
プ
ル
』
の
と
き
ほ
ど
頭
に
残
ら
な
い
。
そ
れ
は
相
米
が
サ
ウ
ン
ド
ト
ラ
ッ
ク

の
音
楽
が
悪
目
立
ち
す
る
の
を
嫌
い
、
画
面
を
圧
倒
し
な
い
も
の
を
求
め
た
と
考
え
ら

れ
る
。
相
米
は
、「
音
楽
」
を
特
権
化
す
る
こ
と
な
く
、
な
る
べ
く
画
面
の
な
か
で
等

価
に
扱
お
う
と
し
た
。
そ
れ
は
こ
の
後
の
作
品
で
も
顕
著
に
み
ら
れ
る
。

　

一
九
八
三
年
に
は
『
シ
ョ
ン
ベ
ン
・
ラ
イ
ダ
ー
』
と
『
魚
影
の
群
れ
』
が
公
開
さ
れ

た
。一
九
八
三
年
に
相
米
映
画
の
「
音
」
は
飛
躍
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
る
。ま
ず
、『
シ
ョ

ン
ベ
ン
・
ラ
イ
ダ
ー
』
で
は
、
音
を
画
面
の
な
か
で
処
理
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
印
象

的
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｍ
を
画
面
内
で
演
奏
す
る
こ
と
で
イ
ン
の
音
に
し
て
し
ま
う
演
奏
者

が
大
々
的
に
登
場
す
る
。
ま
た
、
本
作
の
一
番
の
白
眉
は
、
登
場
人
物
に
よ
る
歌
と
踊

り
で
あ
る
。
こ
の
映
画
で
は
近
藤
真
彦
、
松
田
聖
子
の
曲
や
童
謡
が
、
歌
い
、
踊
ら
れ

る
。「
歌
い
、
踊
ら
れ
る
」
音
と
い
う
の
は
相
米
作
品
で
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
そ

れ
が
こ
の
作
品
で
は
咲
き
乱
れ
る
。

　

つ
づ
く
『
魚
影
の
群
れ
』
で
は
『
シ
ョ
ン
ベ
ン
・
ラ
イ
ダ
ー
』
ほ
ど
映
画
音
楽
が
革

新
的
に
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
特
徴
的
な
部
分
は
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
映
画
の
挿
入
歌

は
川
中
美
幸
「
遣
ら
ず
の
雨
」
だ
が
、
ラ
ジ
オ
か
ら
薄
く
流
れ
る
こ
の
歌
は
ど
う
も
印

象
が
薄
い
。
こ
う
い
っ
た
使
い
方
も
、
挿
入
歌
を
イ
ン
の
音
に
し
て
し
ま
お
う
、
と
い

う
発
想
か
ら
き
て
い
る
。
そ
の
他
、「
涙
の
連
絡
船
」
が
父
と
娘
、
そ
の
夫
の
三
者
に

よ
っ
て
歌
わ
れ
、
彼
ら
を
結
び
付
け
る
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
相
米
が
彼
ら
の

あ
い
だ
を
媒
介
す
る
「
交
通
」
と
し
て
の
役
割
で
歌
を
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言

え
る
。

　

一
九
八
五
年
に
撮
ら
れ
た
三
本
の
映
画
に
よ
っ
て
相
米
の
音
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
完

成
に
至
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
、『
ラ
ブ
ホ
テ
ル
』
は
、
相
米
作
品
の
な
か
で
も
、
特
に

音
の
使
い
方
が
緻
密
に
、
意
識
的
に
構
築
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
音
も
無
駄

で
は
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
の
ス
ト
イ
ッ
ク
な
切
り
つ
め
か
た
を
さ
れ
た
稀
有
な

作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
主
題
歌
は
な
い
が
、
と
て
も
印
象
に
残
る
の
が
、
山
口
百

恵
「
夜
へ
…
」
と
、
も
ん
た
＆
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
「
赤
い
ア
ン
ブ
レ
ラ
」
で
あ
る
。
こ
の
二

相
米
映
画
を
聴
く

│
│
一
九
八
〇
年
代
相
米
慎
二
監
督
作
品

　
　

に
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け
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楽
）
│
│
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曲
に
加
え
て
童
謡
の
「
赤
い
靴
」
が
口
ず
さ
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
曲
と
、
そ
の
他
効
果

音
が
登
場
人
物
に
ま
と
わ
り
つ
く
。
例
え
ば
、
主
人
公
の
元
妻
は
「
赤
い
靴
」
と
結
び

つ
い
て
お
り
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
「
赤
い
ア
ン
ブ
レ
ラ
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
他
、

元
妻
は
寺
の
鐘
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
教
会
の
鐘
と
結
び
つ
い
て
い
る
な
ど
前
者
が
「
和
」
の

存
在
、
後
者
が
「
洋
」
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
要
素
の
結
び
付
け
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
各
々
が
領
域
を
侵
犯
し
た
と
き
、
そ
れ
が
際
立
つ
。
そ
れ
ら
を
オ
ペ
ラ
に
お
け

る
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー
フ
的
な
も
の
と
み
な
し
て
み
る
と
、
き
わ
め
て
オ
ペ
ラ
テ
ィ
ッ
ク

に
つ
く
ら
れ
た
映
画
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
映
画
の
音
響
は
映
像
の
添
え
物

で
は
な
く
、
映
画
全
体
に
深
く
鋭
く
関
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
取
り
組
み
は
総

合
芸
術
を
希
求
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
オ
ペ
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望

に
端
を
発
す
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
た
だ
単
に
オ
ペ
ラ
を
真
似
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

く
、
オ
ペ
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
と
映
画
と
を
独
自
の
手
法
で
融
合
す
る
こ
と
を
相
米
は

試
み
て
い
た
の
だ
。
そ
こ
で
は
映
画
、
映
像
が
音
楽
に
従
属
す
る
こ
と
な
く
成
立
す
る
。

　

つ
づ
い
て
、
そ
の
オ
ペ
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
繋
が
っ
て
い
る
要
素
、

「
相
米
流
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
」
と
、「
歌
の
転
移
」
に
つ
い
て
、『
台
風
ク
ラ
ブ
』
を
分
析

し
て
い
く
。
劇
中
で
わ
ら
べ
の
「
も
し
も
明
日
が
…
。」
が
複
数
回
歌
わ
れ
る
の
だ
が
、

遠
隔
に
い
る
人
物
が
、
お
互
い
が
知
る
は
ず
も
な
い
の
に
こ
の
曲
を
歌
う
。
こ
こ
に
お

い
て
『
魚
影
の
群
れ
』
で
の
歌
の
「
交
通
」、
そ
し
て
デ
ビ
ュ
ー
作
『
翔
ん
だ
カ
ッ
プ
ル
』

か
ら
試
み
ら
れ
た
、
次
の
シ
ー
ン
に
移
っ
て
も
前
の
シ
ー
ン
の
音
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ

し
て
い
る
「
音
つ
な
ぎ
」
が
き
わ
め
て
印
象
的
な
形
で
フ
ィ
ル
ム
に
焼
き
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
が
「
音
の
転
移
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
こ
の
映
画
で
は
挿
入

曲
が
四
曲
流
れ
る
が
、
こ
れ
も
画
面
内
の
人
物
に
よ
っ
て
歌
い
、
踊
ら
れ
る
た
め
、
イ

ン
の
音
な
の
か
、
オ
フ
か
ら
流
れ
て
い
る
の
か
の
境
界
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
音
（
楽
）
で
あ
る
。
登
場
人
物
に
歌
い
踊
ら
せ
る
こ
と
で
、
画
面
内
／
外
の
垣

根
を
取
り
払
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
音
源
が
画
面
外
に
あ
っ
て
も
、
画
面
内
に
所
属
さ

せ
て
し
ま
う
方
法
を
、
相
米
は
発
見
し
た
の
だ
。
こ
こ
に
「
相
米
流
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
」

が
高
度
な
形
で
存
在
す
る
。
こ
の
「
歌
う
」、
も
し
く
は
「
踊
る
」
と
い
う
こ
と
を
通

じ
て
相
米
は
外
部
か
ら
訪
れ
る
映
画
音
楽
を
登
場
人
物
の
所
有
物
に
し
よ
う
と
し
て
い

た
の
だ
。
画
面
外
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
と
し
て
で
な
く
、
登
場
人
物
が
何
を
歌
う
か
選
択
し
、
歌

う
。
こ
の
行
為
を
登
場
人
物
に
行
わ
せ
る
こ
と
で
、「
音
楽
の
し
も
べ
」
な
ら
ざ
る
映

像
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
雪
の
断
章
│
情
熱
│
』
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
す
べ
て
の
要
素
が
凝
縮
さ
れ
て

い
る
作
品
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
作
品
で
も
、
映
画
音
楽
の
使
用
が
制
限
さ
れ
、
画

面
内
の
音
の
方
が
主
張
が
大
き
い
。
主
題
歌
に
つ
い
て
も
、
主
演
の
斉
藤
由
貴
「
情
熱
」

が
流
れ
る
の
は
、
始
ま
っ
て
約
四
五
分
半
と
い
う
半
端
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
も
ま

る
ご
と
で
は
な
く
二
分
半
く
ら
い
流
さ
れ
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
作
品
で
、
こ
れ

ま
で
と
違
っ
て
、
始
ま
っ
て
半
分
に
満
た
な
い
、
中
途
半
端
な
位
置
で
不
完
全
に
主
題

歌
が
流
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
主
題
歌
が
遂
に
特
権
的
な
位
置
で
あ
る

こ
と
を
完
全
に
止
め
、
映
画
の
な
か
の
音
響
を
構
成
す
る
音
の
一
部
に
な
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
相
米
の
作
品
に
お
い
て
、
特
権
的
「
主
題
歌
」
は
終
焉
を

迎
え
た
の
だ
。
ま
た
、
目
を
惹
く
シ
ー
ン
に
、
冒
頭
近
く
、
バ
イ
オ
リ
ン
に
よ
る
Ｂ
Ｇ

Ｍ
が
流
れ
、
画
面
が
動
く
と
、
い
き
な
り
バ
イ
オ
リ
ン
を
弾
く
男
が
物
語
に
関
係
な
く

現
れ
る
と
い
う
の
が
あ
る
。
彼
ら
は
オ
ケ
ピ
ッ
ト
に
い
る
こ
と
を
止
め
、
画
面
内
に
出

て
き
て
し
ま
っ
た
演
奏
者
な
の
で
あ
る
。
画
面
外
か
ら
画
面
内
を
、
音
を
引
き
連
れ
て

越
境
し
て
き
て
し
ま
っ
た
彼
ら
は
、
画
面
内
の
人
々
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
き
ス
ト
レ
ン

ジ
ャ
ー
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
相
米
の
映
画
で
い
き
な
り
画
面
に
映
り
込
ん
で
く
る
、
画

面
内
で
説
明
の
つ
か
な
い
音
を
出
す
人
（
も
の
）
は
、
お
か
し
な
格
好
を
し
て
い
た
り
、

画
面
の
な
か
の
人
の
流
儀
に
従
わ
な
い
行
動
を
と
っ
て
い
た
り
す
る
の
だ
。
そ
れ
を
踏

ま
え
て
考
え
た
と
き
に
、
こ
の
映
画
の
な
か
で
一
番
異
質
な
選
曲
が
笠
置
シ
ヅ
子
「
買

物
ブ
ギ
ー
」
で
あ
る
。
こ
の
曲
の
詞
は
物
語
と
あ
ま
り
絡
ん
で
こ
な
い
。
こ
れ
は
、
こ

の
曲
が
、
先
述
の
よ
う
な
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
現
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
る
。

今
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
相
米
の
映
画
に
は
極
力
音
（
楽
）
を
画
面
内
で
処
理
し
よ
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う
と
す
る
欲
望
が
あ
り
、
画
面
外
か
ら
音
（
楽
）
が
訪
れ
る
場
合
、
何
ら
か
の
意
味
を

持
っ
て
い
る
。
画
面
外
か
ら
流
さ
れ
、
歌
詞
と
画
面
と
の
類
縁
性
も
あ
ま
り
無
さ
そ
う

な
「
買
物
ブ
ギ
ー
」
は
、
画
面
外
か
ら
訪
れ
、
音
を
奏
で
る
人
（
も
の
）
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。
語
義
矛
盾
の
よ
う
だ
が
、「
買
物
ブ
ギ
ー
」
は
「
不
可
視
の
演

奏
者
」
な
の
だ
。
こ
こ
で
も
し
何
か
見
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
し
た
ら
、「
買
物
ブ

ギ
ー
」
を
歌
う
笠
置
シ
ヅ
子
そ
の
人
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
笠
置
シ
ヅ
子
は
『
雪
の
断
章

│
情
熱
│
』
が
公
開
さ
れ
た
一
九
八
五
年
の
三
月
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
本

来
の
相
米
の
文
法
か
ら
い
え
ば
画
面
内
に
い
る
べ
き
歌
う
笠
置
シ
ヅ
子
を
わ
た
し
た
ち

は
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
「
買
物
ブ
ギ
ー
」
が
流
れ
る
シ
ー
ン
だ
け
異
質
で

あ
る
理
由
だ
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
ラ
ブ
ホ
テ
ル
』、『
台
風
ク
ラ
ブ
』、
そ
し
て
『
雪
の
断
章
│
情
熱

│
』
は
三
位
一
体
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
相
米
が
一
九
八
〇
年
代
を
通
し
て
や
っ
て

き
た
こ
と
の
集
大
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

相
米
は
『
光
る
女
』（
一
九
八
七
）
で
、
さ
ら
に
オ
ペ
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
を
強
め

た
作
品
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
が
、
オ
ペ
ラ
に
近
寄
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
『
光
る
女
』
は

今
ま
で
の
流
れ
か
ら
み
る
と
異
形
な
、
過
剰
な
作
品
で
あ
り
、
試
み
が
成
功
し
た
と
は

言
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。『
光
る
女
』
で
「
過
剰
」
に
ま
で
行
き
つ
い
て
し
ま
っ

た
一
九
八
〇
年
代
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
い
っ
た
ん
こ
こ
で
区
切
り
が
つ
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
こ
ま
で
で
試
み
ら
れ
た
の
は
、
当
時
の
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ヴ
ィ
デ
オ
的
な
手

法
に
一
見
親
和
性
が
あ
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
に
強
く
抗
う
と
い
う
相
米

独
自
の
手
法
で
あ
っ
た
。
一
見
キ
ッ
チ
ュ
な
だ
け
に
見
え
る
手
法
は
、
相
米
映
画
の
な

か
で
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
を
形
づ
く
り
、
高
次
元
の
音
響
空
間
を
発
現
さ
せ
た
。
そ
の

手
法
は
相
米
の
オ
ペ
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
に
出
自
を
持
っ
て
い
た
が
、
オ
ペ
ラ
そ
れ
自

体
に
な
る
こ
と
も
拒
む
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
わ
か
り
や
す

い
使
用
を
放
棄
し
た
相
米
は
次
の
可
能
性
の
模
索
へ
と
乗
り
出
す
。
相
米
の
一
九
九
〇

年
代
以
降
の
作
品
は
、
ま
た
異
な
る
フ
ェ
イ
ズ
に
突
入
し
て
い
く
の
だ
っ
た
。
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一
．
断
絶
を
な
く
す
た
め
に

　

岸
田
國
士
は
日
本
の
近
代
劇
に
お
い
て
重
要
人
物
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
文
学
史

か
ら
見
れ
ば
忘
れ
ら
れ
た
作
家
で
あ
る
。
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
近
代
日
本
を
生

き
た
岸
田
國
士
は
近
代
の
演
劇
人
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
岸
田
は
青

年
期
に
西
洋
文
化
を
直
接
体
験
し
て
お
り
、
同
時
代
の
日
本
演
劇
に
対
し
て
常
に
批
判

的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
一
方
、
当
時
の
日
本
の
劇
作
家
・
演
劇
人
か
ら
岸
田
演
劇

は
あ
ま
り
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
岸
田
を
単
純
に
日
本
の
近
代

演
劇
の
範
疇
に
収
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
岸
田
の
現

在
の
評
価
に
は
、
日
本
の
近
代
演
劇
自
体
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
が
潜
ん
で
い

る
の
だ
。

　

本
論
は
岸
田
國
士
研
究
の
現
状
を
見
直
し
て
、
そ
の
戯
曲
・
演
劇
の
意
義
を
明
ら
か

に
す
る
だ
け
で
な
く
、
岸
田
に
よ
る
近
代
演
劇
批
判
の
正
当
性
に
つ
い
て
検
証
し
て
い

き
な
が
ら
、
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
日
本
演
劇
史
そ
の
も
の
を
組
み
換
え
て
い

く
。
特
に
、
こ
こ
で
は
初
期
の
一
幕
物
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
先
行
研
究
で
行
わ
れ
て

き
た
戯
曲
内
容
や
テ
ク
ス
ト
分
析
、テ
ー
マ
批
評
な
ど
に
終
始
せ
ず
、戯
曲
の
内
容
（
物

語
）
と
形
式
（
舞
台
）
を
分
け
な
が
ら
新
た
な
岸
田
戯
曲
の
読
解
を
行
う
。
ま
た
、
そ

の
戯
曲
の
ほ
と
ん
ど
で
描
か
れ
て
い
る
「
恋
愛
」
と
、
恋
愛
劇
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ

る
男
女
の
「
ご
っ
こ
遊
び
」
＝
「
遊
戯
」
に
も
着
目
し
、
最
終
的
に
は
岸
田
が
唱
え
た

「
純
粋
演
劇
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
演
劇
理
念
が
現
代
演
劇
に
ど
れ
だ
け
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
．
初
期
作
品
か
ら
見
る
岸
田
國
士
の
演
劇
理
念

　

第
二
章
で
は
岸
田
國
士
の
処
女
戯
曲
で
あ
る
「
古
い
玩
具
」（
一
九
二
四
年
）
と
、

初
期
の
演
劇
理
念
を
色
濃
く
反
映
し
た
評
論
「
演
劇
一
般
講
話
」（
一
九
二
四
、
二
五

年
）
を
取
り
上
げ
、
文
字
と
し
て
書
か
れ
た
戯
曲
と
実
際
に
舞
台
で
上
演
さ
れ
る
演
劇

の
関
係
を
、
岸
田
自
身
の
理
念
と
実
作
を
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

　
「
古
い
玩
具
」
に
言
及
し
た
先
行
研
究
は
、
主
人
公
・
白
川
留
雄
の
姿
を
岸
田
自
身

の
伝
記
的
事
実
と
重
ね
合
わ
せ
て
、
民
族
的
葛
藤
、
近
代
的
知
識
人
と
し
て
の
苦
し
み
、

西
洋
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
な
ど
を
作
品
か
ら
見
出
す
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、

舞
台
で
上
演
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
こ
の
戯
曲
を
読
み
込
む
と
、
留
雄
と
ル
イ
ー
ズ
、

留
雄
と
房
子
の
会
話
と
男
女
の
恋
愛
の
演
技
に
つ
い
て
、
長
々
と
し
た
そ
の
台
詞
は
抒

情
的
で
目
の
前
に
い
る
対
話
者
に
は
向
か
っ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
ト
書
き
の
過
剰
な
書

き
込
み
に
よ
っ
て
登
場
人
物
の
動
き
も
制
限
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
た
し
か
に

初
期
岸
田
戯
曲
の
特
徴
で
あ
る
恋
愛
の
「
ご
っ
こ
遊
び
」
が
垣
間
見
ら
れ
る
も
の
の
、

実
際
の
演
技
に
ま
で
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。

　

一
方
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
演
劇
一
般
講
話
」
を
見
て
い
く
と
、
岸
田
は
戯
曲
の

言
葉
と
舞
台
の
言
葉
を
明
確
に
分
け
る
こ
と
を
す
で
に
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
時

の
「
大
正
戯
曲
時
代
」
と
い
う
、
テ
ー
マ
ば
か
り
重
視
し
た
作
品
が
創
作
さ
れ
て
い
た

時
期
と
し
て
は
革
新
的
な
演
劇
の
捉
え
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
先
に
見
た
と
お
り
、

岸
田
自
身
も
実
作
と
な
る
と
そ
う
し
た
理
念
や
理
想
を
う
ま
く
か
た
ち
に
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
、「
文
学
的
な
戯
曲
」
か
ら
は
完
全
に
脱
し
き
れ
て
い
な
い
。

岸
田
國
士
の
「
純
粋
演
劇
」

│
│
初
期
作
品
に
お
け
る
恋
愛
と
演
戯
│
│

村　

田　
　
　

優
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つ
ま
り
、「
古
い
玩
具
」
は
戯
曲
（
読
み
物
）
と
し
て
は
評
価
で
き
る
も
の
の
、
実
際

に
舞
台
に
上
げ
る
と
な
る
と
、
不
自
然
な
場
面
の
連
続
で
、
作
中
の
登
場
人
物
が
舞
台

上
で
「
生
き
て
い
る
」
と
は
言
い
が
た
い
。
し
か
し
、
岸
田
は
こ
の
時
点
で
日
本
演
劇

の
弱
点
を
す
で
に
意
識
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
後
の
戯
曲
創
作
に
も
活
か
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

三
．
岸
田
國
士
と
近
代
演
劇

　

第
三
章
で
は
「
チ
ロ
ル
の
秋
」（
一
九
二
四
年
）
か
ら
「
ぶ
ら
ん
こ
」、「
紙
風
船
」（
と

も
に
一
九
二
五
年
）
ま
で
の
岸
田
戯
曲
の
展
開
だ
け
で
な
く
、
同
時
期
の
演
劇
に
関
す

る
エ
ッ
セ
イ
を
拾
い
上
げ
、
自
ら
の
理
念
が
徐
々
に
具
現
化
さ
れ
て
い
く
過
程
を
見
て

い
く
。

　
「
チ
ロ
ル
の
秋
」
も
外
国
を
舞
台
と
し
て
い
て
、
主
に
ア
マ
ノ
と
ス
テ
ラ
の
対
話
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。
対
照
的
に
「
ぶ
ら
ん
こ
」
と
「
紙
風
船
」
は
日
本
に
お
け
る
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
階
級
と
思
わ
れ
る
若
い
夫
婦
の
対
話
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
恋

愛
に
お
け
る
「
ご
っ
こ
遊
び
」
の
構
造
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
古
い

玩
具
」
以
上
に
そ
の
「
演
戯
性
」
が
前
景
化
さ
れ
、
よ
り
明
確
な
か
た
ち
が
行
わ
れ
て

い
る
た
め
、「
チ
ロ
ル
の
秋
」
か
ら
「
紙
風
船
」
ま
で
の
作
品
群
で
は
、「
ご
っ
こ
遊
び
」

そ
の
も
の
が
登
場
人
物
に
も
観
客
に
も
意
識
的
に
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
舞
台
上

で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
行
為
と
言
葉
が
、
こ
れ
ま
で
の
現
実
の
も
の
と
は
異
な
る
別
の
空

間
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
、
観
客
た
ち
の
想
像
力
を
大
い
に
刺
激
さ
せ
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
岸
田
の
試
み
は
当
時
の
演
劇
界
か
ら
あ
ま
り
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
小
山

内
薫
や
里
見
弴
ら
は
岸
田
戯
曲
の
一
側
面
だ
け
を
捉
え
て
「
ハ
イ
カ
ラ
」
で
「
気
取
っ

た
」
も
の
だ
と
酷
評
し
た
。
こ
う
し
た
批
判
の
背
景
に
は
、
当
時
の
「
築
地
小
劇
場
」

派
（
小
山
内
薫
ら
）
と
「
演
劇
新
潮
」
派
（
菊
池
寛
、
山
本
有
三
ら
）
を
発
端
と
し
た

日
本
の
近
代
演
劇
史
の
争
い
も
あ
っ
た
。

　

日
本
の
近
代
劇
の
問
題
は
、
戯
曲
を
舞
台
上
で
「
再
現
す
る
」
こ
と
が
演
劇
の
す
べ

て
あ
り
、
小
説
的
な
物
語
内
容
、
そ
の
テ
ー
マ
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
岸
田
の
、
男
女
二
人
の
会
話
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
「
何
も
起
こ
ら

な
い
」
劇
の
評
価
は
自
ず
と
低
く
な
り
、
恋
愛
描
写
が
舞
台
上
で
の
ア
ク
シ
ョ
ン
の
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
で
あ
る
た
め
に
、
甘
っ
た
る
い
、
軟
弱
な
「
物
語
」
だ
と
判
断
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
た
だ
、
岸
田
は
現
実
の
み
に
立
脚
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
異
な
る
別
の
舞

台
上
で
の
現
実
の
可
能
性
を
、
ご
っ
こ
遊
び
が
生
み
出
す
「
幻
想
性
」
や
「
空
想
性
」

を
用
い
る
こ
と
で
鮮
や
か
に
表
現
し
、
日
本
の
演
劇
の
可
能
性
を
拡
張
し
よ
う
と
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

四
．「
純
粋
演
劇
」
の
た
め
の
実
験

　

岸
田
國
士
の
初
期
戯
曲
に
お
け
る
「
言
葉
の
美
」
や
「
劇
的
文
体
」
な
ど
と
い
っ
た

概
念
は
、
何
が
ど
の
よ
う
に
画
期
的
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
だ
十
分
に
解
明
で
き
て
い
な

い
。
こ
こ
で
は
、「
紙
風
船
」
以
後
の
作
品
で
あ
る
「
恋
愛
恐
怖
病
」
と
「
驟
雨
」（
と

も
に
一
九
二
六
年
発
表
）
を
中
心
に
、
岸
田
の
演
劇
理
念
、
並
び
に
そ
れ
が
い
か
に
「
純

粋
演
劇
」
と
し
て
理
論
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。

　

こ
の
二
作
品
で
も
、
や
は
り
岸
田
戯
曲
の
特
徴
で
あ
る
恋
愛
に
お
け
る
「
ご
っ
こ
遊

び
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
そ
の
「
演
戯
」
の
質
が
以
前
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
ご
っ

こ
遊
び
」
は
男
女
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
単
な
る
「
空
想
」
で
は
な
い

た
め
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
と
比
べ
て
か
な
り
現
実
味
を
帯
び
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
恋
愛
恐
怖
病
」
で
は
、
女
が
男
に
気
の
あ
る
素
振
り
を
見
せ
る
が
、
男
は
恋
愛
に
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「
億
劫
」
で
か
つ
「
こ
は
い
」
気
持
ち
を
持
っ
て
お
り
、
最
後
に
は
女
は
男
と
別
れ
（
第

一
場
）、
別
の
男
と
結
婚
す
る
。
だ
が
、
別
の
男
か
ら
語
ら
れ
る
話
で
は
、
女
は
わ
ざ

と
男
に
対
し
て
気
の
あ
る
素
振
り
を
し
て
男
が
逃
げ
る
よ
う
に
も
っ
て
い
っ
た
と
い
う

（
第
二
場
）。
ま
た
、「
驟
雨
」
は
説
明
調
の
言
葉
が
多
い
が
、
そ
う
し
た
会
話
は
物
語

展
開
に
直
接
結
び
つ
か
ず
に
、
登
場
人
物
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
台
詞
と
な
り
、
他
人

の
言
葉
で
自
分
自
身
が
作
り
出
さ
れ
る
と
い
う
、
言
葉
そ
の
も
の
が
「
ご
っ
こ
遊
び
」

を
す
る
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
岸
田
に
対
す
る
当
時
の
「
ハ
イ
カ
ラ
」
で
「
気
取
っ
た
」
演
劇
と
い
う
批
判

へ
の
返
答
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
二
作
品
が
そ
れ
ぞ
れ
多
様
な
解
釈
を
可
能
に
さ
せ
て
い

る
の
は
、
岸
田
の
初
期
創
作
理
念
を
発
展
さ
せ
、
そ
の
後
の
「
対
話
さ
せ
る
術
」（
一

九
二
五
年
）
や
「『
語
ら
れ
る
言
葉
』
の
美
」（
一
九
二
八
年
）
と
い
っ
た
エ
ッ
セ
イ
風

の
評
論
で
補
強
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
物
語
展
開
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
な
限
ら
れ
た
意

味
を
持
つ
対
話
で
は
な
く
、
た
だ
対
話
し
て
い
る
と
い
う
そ
の
状
態
、
発
話
そ
の
も
の

を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
岸
田
が
試
み
た
「
言
葉
の
美
」
や
「
劇
的
文
体
」

と
は
、
単
な
る
詩
的
で
美
し
い
意
味
を
持
っ
た
言
葉
で
も
、
ま
た
現
実
世
界
や
日
常
生

活
と
結
び
つ
い
た
対
照
項
の
あ
る
言
葉
で
も
な
く
、
舞
台
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
対
話

に
よ
っ
て
舞
台
上
に
多
角
的
な
「
今
・
こ
こ
」
を
表
出
さ
せ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

五
．「
純
粋
演
劇
」
か
ら
現
代
演
劇
へ

　

最
後
に
、
本
論
の
第
一
の
目
的
で
あ
る
、
岸
田
國
士
が
思
い
描
い
た
「
純
粋
演
劇
」

と
は
一
体
何
だ
っ
た
の
か
、
こ
れ
ま
で
の
論
拠
を
基
に
考
え
て
い
く
。
さ
ら
に
、
岸
田

演
劇
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
現
代
演
劇
と
共
鳴
し
て
い
っ
た
の
か
、
改
め
て
確
認
し
て

い
く
。

　

岸
田
の
「
純
粋
演
劇
」
の
構
想
は
、
一
九
三
三
年
に
「
純
粋
演
劇
の
問
題
│
│
わ
が

新
劇
壇
に
寄
す
│
│
」
で
文
章
化
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
こ
の
理
念
は
岸
田

が
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
、
現
地
で
演
劇
を
学
ん
で
い
た
こ
ろ
か
ら
考
え
て
い
た
と
言
え

る
。
こ
れ
ま
で
の
劇
作
は
そ
こ
へ
至
る
ま
で
の
実
験
だ
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

　

そ
の
「
純
粋
演
劇
」
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
コ
ポ
ー
の
影
響
だ
け
で
な
く
、
近
代

の
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
お
け
る
作
家
た
ち
（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
マ
ラ
ル
メ
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
）

に
よ
る
演
劇
・
ダ
ン
ス
評
論
ま
で
引
用
し
て
い
き
な
が
ら
、
演
劇
の
「
純
粋
」
性
を
舞

台
上
の
人
物
の
存
在
と
結
び
つ
け
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
「
純
粋
」
理
論
者
は
、
単
な
る

現
実
の
人
物
│
│
俳
優
│
│
を
越
え
た
何
か
を
舞
台
上
の
登
場
人
物
に
求
め
た
の
だ
と

考
え
た
の
だ
。「
話
さ
れ
る
言
葉
」
と
「
舞
台
上
の
人
間
」
の
根
本
的
な
見
直
し
こ
そ
、

岸
田
國
士
が
思
い
描
い
た
「
純
粋
演
劇
」
で
あ
り
、
新
し
い
現
実
（
リ
ア
ル
）
な
の
だ

と
結
論
づ
け
る
。

　

現
代
で
は
、「
現
代
口
語
演
劇
理
論
」
の
提
唱
者
で
あ
る
平
田
オ
リ
ザ
に
よ
っ
て
岸

田
國
士
の
戯
曲
の
言
葉
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
念
は
平
田
の
次
世
代
に
当
た

る
劇
作
家
、
演
出
家
た
ち
（
前
田
司
郎
、
岩
井
秀
人
、
岡
田
利
規
、
藤
田
貴
大
）
に
も

間
接
的
だ
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
平
田
と
は
別
の
か
た
ち
で
岸

田
演
劇
に
注
目
し
た
ケ
ラ
リ
ー
ノ
・
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
（
以
下
Ｋ
Ｅ
Ｒ
Ａ
）
に
つ
い

て
も
取
り
上
げ
る
。
Ｋ
Ｅ
Ｒ
Ａ
は
自
身
が
興
味
の
あ
る
作
家
・
演
劇
人
た
ち
（
カ
フ
カ
、

チ
ェ
ー
ホ
フ
、
別
役
実
、
ウ
デ
ィ
・
ア
レ
ン
な
ど
）
の
持
つ
芸
術
性
の
特
徴
と
岸
田
の

そ
れ
を
結
び
つ
け
て
、
無
個
性
的
な
登
場
人
物
の
心
理
描
写
や
対
話
の
や
り
と
り
か
ら

現
れ
出
る
不
条
理
な
笑
い
を
見
出
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
岸
田
國
士
の
演
劇
に
は
現
代
性
・
普
遍
性
が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
日
本
の
近
代
演
劇
で
は
決
し
て
成
し
得
な
か
っ
た
岸
田
の
「
純
粋
演
劇
」
の
理
念

が
、
現
代
演
劇
に
お
い
て
実
現
可
能
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。


