
刊
行
の
際
に
山
本
健

見
事
」
と
評
し
て
か

日
本
の
新
劇
の
最
高

特
に
評
価
の
高
い
作

な
ど
著
名
な
演
出
家

原
曲
「
卒
都
婆
小

る
。
小
野
小
町
の
伝

は
じ

三
島
由
紀
夫
の
「

昭
和
二
七
年
一
月
「

楽
集
』
に
収
め
ら
れ

学
座
ア
ト
リ
エ
第
六

三
島

吉
氏
が
「『
卒
塔
婆
小
町
』
と
『
葵
上

ら
、「『
近
代
能
楽
集
』
の
中
の
傑
作
で

峰
の
一
つ
」
と
絶
賛
さ
れ
る
な
ど
、
三

品
で
あ
り
、
上
演
の
機
会
も
多
く
蜷
川

、
俳
優
に
よ
っ
て
復
演
が
重
ね
ら
れ
て

町
」
は
、
観
阿
弥
原
作
、
世
阿
弥
改
作

説
に
取
材
し
た
〈
小
町
物

と
称
さ
れ

め
に

卒
塔
婆
小
町
」
は
、『
近
代
能
楽
集
』

群
像
」
に
発
表
、
そ
の
後
三
一
年
四
月

た
。
ま
た
活
字
発
表
と
ほ
ぼ
同
時
期
の

回
公
演
で
初
め
て
上
演
さ
れ
て
い
る

由
紀
夫
「
卒
塔
婆
小
町

｜
｜
三
つ
の
対
比
を
視
座
と
し

』
の
出
来
ば
え
が

あ
る
の
み
な
ら
ず
、

島
戯
曲
の
中
で
も

幸
雄
や
美
輪
明
宏

い
る
。

の
四
番
目
能
で
あ

る
作
品
は
、
謡
曲

「
卒
都
婆
小
町

の
小
町
が
登

の
小
町
だ
が

む
か
し
な
が

で
は
ゆ
か
ぬ

三
島
作
「

的
な
舞
台
。

の
三
作
目
と
し
て

刊
行
の
『
近
代
能

二
七
年
二
月
、
文

。『
近
代
能
楽
集
』

や
浄
瑠
璃
、

町
」「
草
紙
洗

そ
の
中
に
小

の
も
「
草
紙

が
、
死
後
も

語
る
、
小
町

」
論

て
｜
｜

」
は
〈
老
女
物
五
曲

に
含
ま
れ
、

場
す
る
。「
卒
都
婆
小
町
」
の
シ
テ
も

、「
た
だ
の
乞
食
姿
で
は
な
く
、
落
ち

ら
に
驕
慢
と
矜
持
は
保
ち
、
い
ま
だ
に

人
間
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

卒
塔
婆
小
町
」
は
、「
オ
ペ
レ
ッ
タ
風

公
園
の
一
角
」
で
「
五
組
の
男
女
」
が

歌
舞
伎
な
ど
に
見
ら
れ
る
が
、
謡
曲
に

小
町
」「
関
寺
小
町
」「
卒
都
婆
小
町

町
の
〈
美

を
描
い
た
曲
は
一
切
な
く

洗
小
町
」
の
み
、「
通
小
町
」
の
小
町

な
お
小
町
の
成
仏
を
妨
げ
よ
う
と
す
る

物
で
の
唯
一
の
夢
幻
能
で
あ
る
。「
鸚 二

木

谷

い
ず
れ
も
年
老
い
た
百
歳

垢
と
脂
に
ま
み
れ
た
百
歳

ぶ
れ
た
り
と
い
え
ど
も
、

才
気
縦
横
と
い
う
一
筋
縄

の
極
め
て
俗
悪
且
つ
常
套

「
恍
惚
と
し
て
相
擁
」
し

は
「
鸚
鵡
小
町
」「
通
小

」
の
現
行
五
曲
が
あ
る
。

、
盛
時
の
小
町
を
扱
っ
た

は
「
姥
」
と
表
現
さ
れ
る

深
草
少
将
の
百
夜
通
い
を

鵡
小
町
」「
関
寺
小
町
」

四
四

真
紀
子



三
島
由
紀

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

み
出
す
」
と
し
た
上

を
目
指
し
た
」
と
指

そ
の
「
対
立
」
の
他

は
、
三
島
の
他
作
品

と
、
ワ
ル
ツ
の
音
が

将
と
し
て
鹿
鳴
館
の

に
、
詩
人
の
目
に
も

か
ず
「
君
は
美
し
い

に
戻
り
、
老
婆
が
再

場
面
で
幕
を
閉
じ
る

こ
の
老
婆
と
詩
人

婆
が
現
れ
る
シ
ー
ン

惑
そ
う
に
そ
こ
か
ら

理
由
を
尋
ね
る
。
ベ

詩
人
は
老
婆
の
過
去

さ
」
と
自
己
紹
介
し

百
夜
通
い
を
し
て
い

何
と
か
少
将
に
な
ら

て
い
る
と
こ
ろ
に
、

夫
「
卒
塔
婆
小
町
」
論

れ
の
人
物
像
を
明
確
に
し
、
そ
の
対
立

で
、「
西
欧
の
対
話
劇
と
中
世
の
謡
曲

摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
作
者
・

に
も
様
々
な
〈
対
比

を
作
中
に
記
し

と
の
関
連
や
作
品
発
表
時
の
昭
和
二
七

高
く
な
り
、
老
婆
と
詩
人
は
時
空
間
を

夜
会
に
参
加
す
る
。
美
を
賞
賛
さ
れ
る

老
婆
が
美
し
く
見
え
る
よ
う
に
な
り
、

」
と
告
げ
、
そ
の
ま
ま
亡
く
な
る
。
舞

び
「
ち
ゆ
う
ち
ゆ
う
た
こ
か
い
な
」
と

。に
つ
い
て
は
、
既
に
有
元
伸
子
氏
が

で
始
ま
る
。
老
婆
が
ベ
ン
チ
に
座
り
、

去
る
と
、
酩
酊
し
た
詩
人
が
現
れ
老
婆

ン
チ
を
通
し
て
〈
生

に
関
す
る
問
答

に
興
味
を
持
つ
。
老
婆
は
「
む
か
し
小

、
八
十
年
前
に
参
謀
本
部
の
深
草
少
将

た
こ
と
を
明
か
す
。
詩
人
が
「
そ
れ
ぢ

う
ぢ
や
な
い
か
」
と
、
自
ら
望
ん
で
憑

「
ち
ゆ
う
ち
ゆ
う
た
こ
か
い
な
」
と
モ

が
劇
的
効
果
を
生

の
独
白
と
の
統
合

三
島
由
紀
夫
は
、

て
い
る
。
本
稿
で

年
、
ま
た
小
町
物

新
潮
社
）
謡

「
卒
都

そ
こ
の

リ
ミ
テ

シ
ョ
ン

越
え
、
小
町
と
少

老
婆
と
接
す
る
間

制
止
さ
れ
て
も
聞

台
は
も
と
の
公
園

モ
ク
拾
い
を
す
る

「
対
話
の
対
照
効
果

老
女
は
自
ら

の
間
に
、
か

な
っ
た
深
草

「
悟
り
の
道
に

と
つ
て
演
じ

い
と
言
つ
て

ミ
ッ
ク
な
面

一
組
の
男
女
が
迷

に
ベ
ン
チ
に
坐
る

が
繰
り
広
げ
ら
れ
、

町
と
い
は
れ
た
女

が
自
分
の
も
と
に

や
あ
僕
が
、
そ
の

依
の
対
象
に
な
る

察
し
た
い
。

原
曲
「
卒

る
と
、
老
女

る
」
こ
と
を

て
な
い
」
と

ク
拾
い
を
す
る
老

に
含
ま
れ
る

二

曲
と
評
し
、

婆
小
町
」
の
卒
都
婆
問
答
な
ん
て
か

問
答
に
は
、
お
能
の
、
原
初
的
な
｜
｜

ィ
ブ
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け

ド
ラ
マ
と
し
て
の
要
素
が
か
な
り
は
い

が
小
野
小
町
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、

つ
て
小
町
の
も
と
に
九
十
九
夜
通
い
、

少
将
が
突
如
憑
依
し
て
狂
乱
状
態
に
な

入
ら
う
よ
」
と
舞
台
を
去
る
。「
こ
の

甲

の
あ
る
曲
は
な
く
、
又
観
る
者
に

宜
い
の
で
す
」
と
さ
れ
る
劇
的
な
構
成

白
味
を
持
つ
た
」（「
あ
と
が
き
」『
近

第
一
章

公
園
と
鹿
鳴
館

都
婆
小
町
」
で
は
、
都
に
上
る
途
中
で

が
現
れ
卒
都
婆
に
腰
を
か
け
る
。
僧

試
み
る
が
、
老
婆
は
「
げ
に
本
来
一
物

い
う
考
え
で
論
破
す
る
。
僧
が
「
如
何

謡
曲
を
視
野
に
入
れ
、
三
点
の
対
比
か

四
五

な
り
理
論
的
で
す
ね
。
あ

原
初
的
と
い
う
意
味
は
プ

れ
ど
ね
｜
｜
デ
ィ
ス
カ
ッ

っ
て
い
る
。

現
在
の
境
遇
を
嘆
く
。
そ

あ
と
一
夜
を
残
し
て
亡
く

る
。
や
が
て
我
に
返
り
、

卒
都
婆
の
能
ほ
ど
演
者
に

こ
れ
ほ
ど
面
白
い
の
は
な

で
あ
り
、
三
島
も
「
ポ
レ

代
能
楽
集
』
昭

・
４
、

高
野
山
の
僧
が
休
ん
で
い

は
「
教
化
し
て
退
け
う
ず

な
き
時
は
仏
も
衆
生
も
隔

な
る
人
ぞ
」
と
尋
ね
る
と
、

ら
「
卒
塔
婆
小
町
」
を
考



遇
を
嘆
く
。
夜
に
な

児
の
舞
い
を
見
る
間

後
に
「
杖
に
縋
り
て

は
、
百
歳
の
老
婆
に

を
届
け
る
。
小
町
は

返
し
」
と
い
う
方
法

て
、
業
平
の
玉
津
島

鵡
小
町
」
と
「
関
寺

ろ
う
。

「
関
寺
小
町
」
は
、

「
最
高
位
」
の
能
と
さ

れ
て
「
歌
道
を
極
め

承
ら
ば
や
」
と
す
る

人
だ
と
知
る
が
、
小

三
島
由
紀

と
〈
対
話
劇

と
し

原
田
香
織
氏
は
三

こ
と
、
ま
た
「
通
小

を
導
入
し
」
た
こ
と

り
、
僧
は
稚
児
と
小
町
を
伴
っ
て
七
夕

に
興
を
催
し
た
小
町
は
、
よ
ろ
め
き
な

よ
ろ
よ
ろ
と
」
自
分
の
藁
屋
に
戻
る

な
り
さ
す
ら
う
小
町
に
、
陽
成
院
が
臣

「
所
詮
こ
の
返
歌
を
、
唯
一
字
に
て
申

で
返
歌
し
、
和
歌
に
つ
い
て
語
る
。
臣

詣
で
に
お
け
る
法
楽
の
舞
を
ま
ね
て
舞

小
町
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
考
察
す

「
最
高
の
秘
曲
」
と
さ
れ
る
老
女
物

れ
て
い
る
。
七
月
七
日
、
関
寺
の
僧

た
る
」
と
評
判
の
老
女
の
藁
屋
を
訪
ね

。
話
す
う
ち
、
僧
は
老
婆
が
百
歳
を
超

町
は
好
き
な
歌
の
道
だ
け
を
生
き
甲

夫
「
卒
塔
婆
小
町
」
論

（
三
島
由
紀
夫

三
好
行
雄
対
談
「

「
国
文
学

三
島
由
紀
夫
の
す

て
の
魅
力
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

島
作
が
そ
の
原
曲
を
「
周
到
に
」
ふ
ま

町
」
に
お
け
る
「『
百
夜
通
い
』
の
甘

を
指
摘
し
て
い
る
が
、
同
じ
老
女
物
に

祭
り
に
行
く
。
稚

が
ら
も
舞
い
、
最

。「
鸚
鵡
小
町
」
で

下
を
遣
わ
し
て
歌

さ
う
」
と
「
鸚
鵡

下
の
求
め
に
応
じ

い
「
あ
ら
恋
し
の

潮
」
昭

・

が
管
見
に
入

『
暁
の
寺
』
に

が
主
に
昭
和

日
本
初
の
洋

で
あ
る
が
、

変
化
す
る
。

る
必
要
が
あ
る
だ

五
曲
の
中
で
も
、

が
寺
の
稚
児
を
連

、
そ
の
「
物
語
を

え
た
小
野
小
町
本

に
し
た
現
在
の
境

移
り
、
詩
人

言
え
る
だ
ろ

の
だ
ろ
う
か

い
て
考
え
た

三
島
由
紀

の
松
」（「
別

増
刊
号
」（
昭

三
島
文
学
の
背
景
」

べ
て
」
昭

・
５
）

え
た
作
品
で
あ
る

美
な
や
る
せ
な
さ

分
類
さ
れ
る
「
鸚

昔
や
な
」
と

縋
り
て
よ
ろ

ま
ず
注
目

レ
）
の
場
に

台
構
成
で
あ

刻
に
」
老
婆

９

・
２
）『
天
人
五
衰
』（「
新
潮

っ
た
。
作
品
内
時
間
は
ほ
ぼ
発
表
年

は
昭
和
二
六
年
五
月
の
公
園
の
情
景

二
〇
年
代
後
半
の
公
園
を
作
品
の
舞
台

風
都
市
公
園
で
あ
る
日
比
谷
公
園
が
開

昭
和
十
年
を
過
ぎ
た
頃
に
な
る
と
日
本

日
比
谷
公
園
を
は
じ
め
面
積
の
広
い
公

が
亡
く
な
っ
た
後
、
再
び
公
園
に
戻
る

う
。
で
は
三
島
は
何
故
、
作
品
の
舞
台

。
日
本
の
公
園
の
歩
み
を
戦
中
か
ら
振

い
。

夫
の
作
品
中
、
公
園
が
重
要
な
舞
台
と

冊
文
芸
春
秋
」
昭

・

）「
卒
塔
婆

・
６
）「
新
聞
紙
」（「
文
芸
」
昭

二

嘆
く
。
臣
下
が
都
に
帰
っ
た
後
、
一
人

よ
ろ
と
」
自
分
の
庵
に
帰
る
の
だ
っ
た

し
た
い
の
は
、
小
町
が
自
分
の
住
む

移
り
、
ま
た
藁
屋
（
ケ
）
に
戻
る
と
い

る
。
こ
れ
は
三
島
作
「
卒
塔
婆
小
町
」

が
現
れ
る
公
園
か
ら
小
町
と
称
さ
れ
美

」
昭

・
７

・
１
）

月
と
一
致
し
て
い
る
が
、

が
描
か
れ
て
お
り
、
三
島

に
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

園
し
た
の
は
明
治
三
六
年

の
公
園
の
役
割
は
大
き
く

園
に
は
「
大
都
市
防
空
避

構
成
と
一
致
し
て
い
る
と

を
公
園
と
鹿
鳴
館
に
し
た

り
返
り
、
そ
の
理
由
に
つ

な
る
作
品
と
し
て
「
離
宮

小
町
」「
博
覧
会
」（「
群
像

・
３
）『
暁
の
寺
』（「
新

四
六

残
さ
れ
た
小
町
も
「
杖
に

。藁
屋
（
ケ
）
か
ら
祭
（
ハ

う
、「
関
寺
小
町
」
の
舞

の
、「
毎
晩
」「
決
つ
た
時

を
誇
っ
て
い
た
鹿
鳴
館
に



三
島
由
紀

女
を
「
死
人
に
見
え

ら
こ
そ
花
の
香
り
が

が
で
き
る
が
、
老
婆

を
重
ね
る
。
三
島
は

ろ
」（「
卒
塔
婆
小
町

り
、
埋
葬
地
と
な
っ

は
公
園
復
興
計
画
も

葬
地
だ
っ
た
公
園
か

五
年
に
五
カ
年
計
画

施
設
基
準
」
が
定
め

る
と
｜
木
谷
注
）
卒

婆
が
、
花
壇
の
花
の

防
空
へ
・
帝
都
の
武

さ
れ
る
。「
食
料
の
増

の
時
代
に
な
り
、
日

が
始
ま
る
と
、
日
比

奉
戴
国
民
大
会
」
な

「
戦
技
場
」
が
開
設
さ

行
わ
れ
る
こ
と
も
多

難
所
」
と
し
て
「
家

夫
「
卒
塔
婆
小
町
」
論

る
」
と
言
う
。
野
菜
で
は
な
く
花
が
植

漂
う
の
で
あ
り
、〈
戦
後
の
公
園

の

は
公
園
自
体
や
そ
こ
に
い
る
人
々
に

「
卒
塔
婆
を
公
園
の
ベ
ン
チ
に
し
た

覚
書
」「
毎
日
マ
ン
ス
リ
ー
」
昭

・

た
例
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。
終
戦
後
の

発
令
さ
れ
、
二
三
年
に
は
実
質
的
に
着

ら
の
改
葬
が
完
了
し
た
の
は
二
五
年
で

で
公
園
の
事
業
計
画
が
出
さ
れ
、
二
六

ら
れ
る
。「
卒
塔
婆
小
町
」
で
は
、
詩

塔
婆
で
作
つ
た
ベ
ン
チ
み
た
い
」
に
な

匂
い
を
「
お
棺
の
中
み
た
い
」
と
表
現

装

公
園
も
模
様
替
え
」
と
公
園
の
使

産
」
を
目
的
に
公
園
が
解
放
さ
れ
、

比
谷
公
園
で
も
麦
が
植
え
ら
れ
た
と
言

谷
公
園
で
は
「
一
億
の
鉄
石
心
」
を
示

ど
の
式
典
が
行
わ
れ
、「
公
園
戦
力
化

れ
た
。
そ
の
一
方
で
戦
死
者
の
葬
儀

く
、
戦
災
死
者
の
棺
材
と
し
て
公
園
の

庭
用
防
空
壕
」
が
建
設
さ
れ
、
一
六
年

え
ら
れ
て
い
る
か

象
徴
を
見
る
こ
と

〈
死

の
イ
メ
ー
ジ

の
は
苦
し
い
と
こ

・

）
と
し
た

小
町
」
の
登

る
詩
人
が
ご

以
上
、
発

三
島
が
舞
台

踊
り
が
あ
つ

二
〇
年
十
一
月
に

手
さ
れ
る
が
、
埋

あ
っ
た
。
そ
の
二

年
六
月
に
「
公
園

人
に
「（
老
婆
が
座

る
と
言
わ
れ
た
老

し
、
相
擁
す
る
男

記
憶
に
残
す

読
者
に
と
っ

だ
ろ
う
。
ま

の
鉄
柵
も
、

柵
と
入
口
や

出
入
り
す
る

ら
こ
そ
、
カ

途
の
変
化
が
明
示

「
花
よ
り
も
野
菜
」

う
。
太
平
洋
戦
争

す
た
め
の
「
大
詔

」
の
名
の
も
と
に

が
合
同
葬
と
し
て

木
が
伐
採
さ
れ
た

公
園
の
用
途

ン
チ

と
〈

っ
た
の
で
は

こ
の
よ
う

在
で
あ
り
、

が
本
来
の
〈

な
っ
た
時
期

に
は
「
美
観
よ
り

が
、「
卒
塔
婆

二

場
人
物
が
共
存
し
た
の
で
あ
り
、
老
婆

く
自
然
に
会
話
し
た
の
で
あ
る
。

表
さ
れ
た
昭
和
二
七
年
を
背
景
に
し
、

を
公
園
に
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

た
」
と
い
う
言
葉
を
き
っ
か
け
に
、
彼

若
い
読
者
に
と
っ
て
は
新
鮮
味
を
、
戦

て
は
懐
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
舞
台
だ

た
、
戦
中
、
不
要
不
急
の
金
属
類
と
し

こ
の
時
代
に
な
る
と
徐
々
に
再
建
さ
れ

出
口
が
あ
る
比
較
的
限
ら
れ
た
空
間
で

こ
と
が
可
能
な
場
で
あ
る
。
逆
の
見
方

ッ
プ
ル
や
酔
っ
ぱ
ら
い
、
浮
浪
者
、
ま

を
知
る
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、〈
公

卒
塔
婆

は
、
我
々
が
想
像
す
る
ほ
ど

な
い
だ
ろ
う
か
。

に
見
る
と
〈
公
園

と
は
、
世
相
や
社

「
卒
塔
婆
小
町
」
を
含
む
三
島
由
紀
夫

公
園

と
し
て
の
方
向
性
を
見
出
し
、

に
集
中
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
言
え
る

小
町
」
が
発
表
さ
れ
る
直
前
ま
で
、

四
七

と
若
い
酔
っ
ぱ
ら
い
で
あ

公
園
の
特
質
を
踏
ま
え
て

が
、
老
婆
の
「
鹿
鳴
館
で

ら
は
時
空
間
を
越
え
て
移

前
の
平
和
な
公
園
を
知
る

っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る

て
撤
収
さ
れ
て
い
た
公
園

始
め
て
い
た
。
公
園
は
、

あ
り
な
が
ら
多
く
の
人
が

か
ら
す
れ
ば
、
公
園
だ
か

た
警
官
と
い
う
「
卒
塔
婆

園

と
〈
死
、
ま
た
〈
ベ

乖
離
し
た
存
在
で
は
な
か

会
の
情
勢
を
写
し
出
す
存

の
作
品
は
、
日
本
の
公
園

そ
し
て
機
能
す
る
よ
う
に

。
戦
中
の
荒
れ
た
公
園
を

埋
葬
地
や
葬
儀
場
だ
っ
た



二
つ
め
の
対
比
は

し
か
し
あ
ん

と
醜
女
に
な
る

つ
ま
で
も
美
人

い
ふ
だ
け
だ
。

う
七
八
十
年
こ

昭
・
、
新
潮
社
）
に

寺
小
町
」
と
同
様
に

ハ
レ
、
ハ
レ
か
ら
ケ

は
現
在
能
で
あ
る
。

由
な
飛
躍
」
の
魅
力

想
の
対
比
の
上
に
あ

第
二

三
島
由
紀

動
す
る
。
こ
の
場
面

如
き
描
法
」
の
「
庭

鹿
鳴
館
の
庭
で
起
こ

を
受
け
た
、
詩
人
の

い
る
。
三
島
は
『
近

台
の
空
間
か
ら
の
自

、
老
婆
自
身
の
中
に
あ
る
。
老
婆
は
詩

た
み
た
い
な
と
ん
ち
き
は
、
ど
ん
な
美

と
お
思
ひ
だ
ら
う
。
ふ
ふ
、
大
ま
ち
が

だ
よ
。
今
の
私
が
醜
く
み
え
た
ら
、
そ

あ
ん
ま
り
み
ん
な
か
ら
別
嬪
だ
と
言
は

の
方
、
私
は
自
分
が
美
し
く
な
い
、
い

魅
了
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。「
卒
塔
婆

公
園
と
鹿
鳴
館
を
ケ
と
ハ
レ
と
し
て
対

と
い
う
舞
台
の
移
動
を
施
し
た
。
し
か

「
関
寺
小
町
」
を
参
考
に
、
三
島
が
能

を
生
か
し
た
の
が
、
ケ
と
ハ
レ
の
対
比

る
「
卒
塔
婆
小
町
」
の
移
動
で
あ
る
と

章

老
婆
の
外
見
と
内
面

夫
「
卒
塔
婆
小
町
」
論

は
、
一
切
が
「
む
か
し
写
真
屋
が
背
景

に
面
し
た
る
鹿
鳴
館
」
が
「
お
ぼ
ろ
げ

る
。
現
実
味
が
排
さ
れ
た
幻
想
ら
し
さ

主
観
の
中
で
の
〈
鹿
鳴
館

と
い
う
こ

代
能
楽
集
』
を
書
い
た
理
由
と
し
て

由
な
飛
躍
」（「
あ
と
が
き
」『
三
島
由

人
に
言
う
。

人
で
も
年
を
と
る

ひ
だ
。
美
人
は
い

れ
は
醜
い
美
人
と

れ
つ
づ
け
て
、
も

や
自
分
が
美
人
の

夜
会
の
参
加

〈
客
観
的
な
美

と
す
る
が
、

り
、
視
覚
（

（
胸
）
と
い
う

に
示
す
。
し

を
し
た
、
い

小
町
」
で
は
、「
関

比
さ
せ
、
ケ
か
ら

し
、「
関
寺
小
町
」

楽
に
感
じ
た
「
自

、
ま
た
現
実
と
幻

言
え
よ
う
。

れ
な
け

（「
卒
塔
婆

と
し
た
。
老

所
有
者
だ
っ

え
去
る
が
、

美

を
抱
き

足
を
踏
み
な

に
用
ひ
た
る
絵
の

に
あ
ら
は
」
れ
た

や
、
老
婆
の
言
葉

と
が
強
調
さ
れ
て

「
能
楽
の
も
つ
、
舞

紀
夫
作
品
集
６
』

ほ
か
の

こ
こ
に
は
老

に
つ
い
て小

町

な
い
。

べ
て
の

者
は
口
々
に
老
婆
の
美
を
賞
賛
し
、
老

を
得
た
。
詩
人
も
老
婆
に
美
を
見

老
婆
は
〈
主
観
的
な
美

を
失
い
、
平

皺
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
衣
、
震
え
た
手
）

様
々
な
感
覚
に
よ
っ
て
自
分
が
「
老

か
し
詩
人
の
目
に
映
る
老
婆
は
「
二
十

い
匂
ひ
の
す
る
す
て
き
な
着
物
を
着
た

れ
ば
な
ら
な
い
。

小
町
演
出
覚
え
書
」『
新
現
代
戯
曲
５

婆
は
若
い
頃
、
そ
の
美
し
さ
を
賞
賛
さ

た
。
や
が
て
年
を
と
り
、
そ
の
〈
客
観

九
十
九
歳
に
な
っ
た
今
も
自
分
が
美

続
け
て
い
る
。
詩
人
が
取
り
合
わ
な
く

ら
し
て
抗
議
す
る
。
時
空
間
を
越
え
鹿 二

も
の
だ
と
思
ひ
直
す
の
が
、
事
面
倒
に

婆
の
〈
美
の
歴
史

が
示
さ
れ
て
い
る

の
美
は
、
ま
つ
た
く
主
観
的
な
美
で
あ

老
婆
は
そ
の
ま
ゝ
で
美
し
く
見
え
て
来

幻
影
の
め
ざ
ま
し
い
変
化
は
、
詩
人
の

婆
は
小
町
と
し
て
、
再
び

て
「
美
し
い
」
と
言
お
う

敷
尚
子
氏
の
指
摘
の
と
お

、
嗅
覚
（
臭
い
）、
触
覚

婆
」
で
あ
る
こ
と
を
詩
人

あ
ま
り
の
、
す
ず
し
い
目

」
女
性
で
あ
り
、
詩
人
は

』
昭

・
１
、
河
出
書
房
）

れ
る
〈
客
観
的
な
美

の

的
な
美

は
老
婆
か
ら
消

し
い
と
い
う
〈
主
観
的
な

て
も
「
今
も
別
嬪
だ
」
と

鳴
館
の
庭
に
移
動
す
る
と
、

四
八

な
つ
て
ゐ
る
の
さ
。

。
三
島
は
こ
の
老
婆
の
美

つ
て
、
客
観
的
な
美
で
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

主
観
を
と
ほ
し
て
表
現
さ



三
島
由
紀

も
風
折
烏
帽
子
と
長

女
の
姿
の
ま
ま
、「
百

華
や
か
な
心
持
ち
で

も
の
に
な
っ
て
し
ま

い
と
言
え
、
三
島
の

し
き
」
姿
の
ま
ま
で

な
ら
ず
、
若
さ
と
老

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

老
婆
は
鹿
鳴
館
の

だ
と
言
え
る
が
、
老

て
舞
っ
て
い
る
の
は

将
の
憑
依
、「
鸚
鵡
小

値
観
そ
の
も
の
を
変

は
な
く
、
老
婆
が
詩

け
な
の
で
あ
る
。
ま

美

と
詩
人
の
主
観

実
際
に
ド
レ
ス
を
着

ャ
ス
ト
に
し
た
り
と

「
そ
の
ま
ゝ
で
美
し
く

「
君
は
、
ふ
し
ぎ
だ
！

夫
「
卒
塔
婆
小
町
」
論

絹
の
姿
だ
が
、「
関
寺
小
町
」
は
同
じ

年
は
、
花
に
宿
り
し
、
胡
蝶
の
舞
」

舞
う
。
実
際
は
足
も
弱
々
し
く
、
そ
の

っ
た
が
、
外
見
の
老
い
と
内
面
の
若
さ

「
卒
塔
婆
小
町
」
の
老
婆
の
ワ
ル
ツ
と

、
小
町
ら
し
い
華
や
か
な
美
し
さ
を
感

い
、
美
と
醜
と
い
う
詩
人
の
主
観
に
合

い
の
で
あ
る
。

夜
会
で
ワ
ル
ツ
を
踊
る
。『
近
代
能
楽

女
の
小
町
が
描
か
れ
た
謡
曲
の
中
で
、

「
関
寺
小
町
」
の
み
で
あ
る
。「
卒
都

町
」
で
は
業
平
の
舞
い
の
復
元
で
あ

え
て
九
十
九
歳
の
老
婆
を
美
し
い
と
感

人
の
主
観
の
中
で
美
し
く
若
い
小
町
に

た
老
婆
自
身
の
「
自
分
が
美
し
い
」

の
中
で
の
老
婆
の
美
も
両
立
し
な
い
。

て
若
く
美
し
い
小
町
と
し
て
演
じ
ら
れ

様
々
な
演
出
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
三

見
え
」
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
老
婆
は

若
返
っ
た
ん
だ
ね
。」
と
言
う
。
つ

装
束
、
つ
ま
り
老

と
胡
蝶
の
よ
う
に

老
い
を
強
調
す
る

が
対
比
さ
れ
た
舞

の
類
似
性
を
感
じ

詩
人

い

と
い
う
会
話

が
、
こ
れ
は

構
化
さ
れ
て

じ
さ
せ
な
く
て
は

わ
せ
た
対
比
を
見

集
』
ら
し
い
翻
案

小
町
が
老
女
と
し

婆
小
町
」
で
は
少

る
為
に
、
両
曲
と

詩
人

悪

老
婆

は

と
、
現
代
の

の
庭
に
移
動

老
婆

じ
て
い
る
わ
け
で

変
貌
を
遂
げ
た
だ

と
い
う
〈
主
観
の

舞
台
化
の
際
に
は
、

た
り
、
ダ
ブ
ル
キ

島
は
あ
く
ま
で
も

「
見
る
も
い
ま
は

婆
の
踊
り
が

「
関
寺
小
町
」

ル
ツ
な
の
か

で
は
何
故

う
か
。
老
婆

老
婆

ん

ま
り
詩
人
は
、
価

さ
せ
る
。「
卒

二

（
上
手
を
う
か
が
ひ
見
て
）
あ
れ
が
俗

連
中
が
？

を
す
る
。
何
を
俗
悪
と
す
る
か
で
二
人

「
戦
後
の
公
園
も
一
〇
〇
年
後
に
は
、

美
的
様
式
を
も
ち
う
る
」
こ
と
を
示
唆

よ
し
て
く
れ
、
公
園
、
ベ
ン
チ
、
恋
人

な
材
料
が

今
に
俗
悪
で
な
く
な
る
ん
だ
よ
。
む
か

な
い
。
時
が
た
て
ば
、
又
か
は
つ
て
く

公
園
を
「
俗
悪
」
と
評
す
詩
人
を
否
定

す
る
と

見
て
て
ご
ら
ん
、
当
時
飛
切
の
俗
悪
な

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
作
中

の
よ
う
に
よ
ろ
よ
ろ
と
舞
う
の
か
、

は
演
出
家
の
手
に
委
ね
て
あ
る
の
だ
ろ

、
三
島
は
「
そ
の
ま
ゝ
で
美
し
」
い
老

は
、

（
公
園
は
｜
木
谷
注
）
あ
ん
た
の
詩
の

だ
ね
。

塔
婆
小
町
」
に
は
「
二
人
踊
り
は
じ

四
九

悪
？

あ
ん
な
素
晴
ら
し

の
見
識
は
相
違
し
て
い
る

そ
の
俗
悪
さ
が
や
が
て
虚

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

同
志
、
街
灯
、
こ
ん
な
俗

し
俗
悪
で
な
か
つ
た
も
の

る
。

す
る
。
し
か
し
、
鹿
鳴
館

連
中
が
や
つ
て
来
る
か
ら
。

に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
。

し
っ
か
り
と
若
々
し
い
ワ

う
。

婆
に
こ
だ
わ
っ
た
の
だ
ろ

タ
ネ
あ
さ
り
の
縄
張
り
な

む
」
と
あ
る
だ
け
で
、
老



法
外
な
思
ひ
上（「

こ
こ
に
は
与
え
ら
れ

さ
れ
て
い
る
。
鹿
鳴

き
た
老
婆
と
父
祖
の

う
。
老
婆
は
そ
の
人

つ
い
に
は
「
花
や
か

る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
だ
け
で
は

の
イ
メ
ー
ジ
を

て
し
ま
ふ
作
業

ピ
エ
ー
ル
・
ロ

ゐ
る
。
そ
こ
に

三
島
由
紀

三
島
は
後
に
『
鹿
鳴

よ
う
に
述
べ
て
い
る

鹿
鳴
館
時
代

ロ
テ
ス
ク
で
、

れ
が
舞
台
の
上

て
、
日
本
近
代

り
と
蔑
せ
る
る
や
否
や
。

美
し
き
鹿
鳴
館
時
代
」「
新
派
プ
ロ
グ

る
評
価
、
つ
ま
り
〈
客
観

が
変
化
し

館
時
代
へ
の
老
婆
と
詩
人
の
認
識
の
相

時
代
と
し
て
見
る
詩
人
の
差
が
生
み
出

生
の
中
で
、
俗
悪
で
あ
っ
た
鹿
鳴
館
が

な
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
時
代
」
と
認
識
さ

時
代
の
隔
た
り
が
す
べ
て
を
美
化
し
た

な
い
。
こ
ん
な
風
に
、
或
る
現
実
の
時

現
実
と
ち
が
つ
た
も
の
に
作
り
変
へ
て

こ
そ
、
作
家
の
仕
事
で
あ
つ
て
、
そ
れ

チ
（
日
本
の
秋
）
と
芥
川
龍
之
介
（
舞

更
に
こ
の
「
鹿
鳴
館
」
一
篇
を
加
へ
る

夫
「
卒
塔
婆
小
町
」
論

館
』（「
文
学
界
」
昭

・

）
を
発
表

。は
当
時
の
錦
絵
や
川
柳
に
よ
れ
ば
、
ま

一
場
の
開
化
の
猿
芝
居
で
あ
つ
た
ら
し

に
見
る
こ
の
父
祖
の
時
代
は
、
ノ
ス
タ

史
上
ま
れ
に
見
る
花
や
か
な
ロ
マ
ン
チラ

ム
」
昭

・

）

や
す
い
こ
と
が
記

違
は
、
当
時
を
生

し
た
も
の
で
あ
ろ

次
第
に
美
化
さ
れ
、

れ
る
よ
う
に
な
っ

ら
な
い
ま
ま

し
い
小
町
に

の
主
観
に
変

美
し
い
も
の

求
め
ら
れ
る

だ
わ
っ
た
の

島
自
身
も
作

こ
と
が
原
因
だ
が
、

代
を
変
改
し
、
そ

、
そ
れ
を
固
定
し

を
わ
れ
わ
れ
は
、

踏
会
）
に
負
う
て

こ
と
を
、
作
者
の

「
俗
悪
」
で

を
も
た
ら
し

っ
て
も
、
年

体
も
変
化
す

な
く
、
我
々

体
を
作
る
〈

家
の
仕
事
」

し
た
際
、
以
下
の

こ
と
に
滑
稽
で
グ

い
が
、
今
わ
れ
わ

ル
ジ
ヤ
に
彩
ら
れ

ッ
ク
な
時
代
と
映

た
の
を
知
っ

と
断
言
す
る

鳴
館
が
大
好

な
ん
だ
。
あ

い
時
が
鹿
鳴

館

を
描
い

、
声
と
言
葉
遣
い
の
み
を
変
え
、
詩
人

変
身
し
た
。
老
婆
が
自
分
の
美
を
信
じ

化
を
起
こ
し
た
の
だ
と
考
え
る
と
、
老

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
上
演
の
際
に

が
、
三
島
が
あ
え
て
「
そ
の
ま
ゝ
で
美

は
、
実
体
の
変
化
を
起
こ
す
の
は
「
作

家
と
し
て
事
実
を
「
変
改
」
し
た
い
と

あ
っ
た
鹿
鳴
館
が
「
素
晴
ら
し
い
」

た
の
は
、「
時
代
の
隔
た
り
」
で
あ
る

月
を
経
て
、
そ
れ
に
関
す
る
人
々
の
意

る
。
つ
ま
り
、
実
体
が
ど
の
よ
う
な
も

が
実
体
を
〈
作
る

の
だ
と
言
え
よ
う

意
識
の
変
化

を
生
成
し
た
存
在
と
し

を
挙
げ
て
い
る
。
老
婆
は
、
視
覚
、
嗅 二

て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
時
が
た
て

の
だ
。
三
島
は
公
園
か
ら
鹿
鳴
館
へ
の

き
だ
。
尤
も
『
卒
塔
婆
小
町
』
の
場
合

れ
は
小
町
が
九
十
九
才
。
現
代
か
ら
逆

館
時
代
に
い
つ
ち
や
う
ん
だ
よ
」
と
強

て
い
る
以
上
、
先
の
言
葉
に
は
注
目
す

の
中
で
二
十
あ
ま
り
の
美

、
人
々
に
称
賛
さ
れ
詩
人

婆
の
ワ
ル
ツ
も
華
や
か
な

は
演
出
や
俳
優
の
技
量
が

し
く
見
え
る
」
老
婆
に
こ

家
の
仕
事
」
で
あ
り
、
三

い
う
思
い
を
示
し
た
の
で

も
の
に
な
る
。
そ
の
変
化

。
実
体
が
同
じ
も
の
で
あ

識
が
変
化
し
た
な
ら
ば
実

の
で
あ
る
か
は
重
要
で
は

。
だ
が
、
三
島
は
そ
の
実

て
、
芥
川
や
ロ
チ
の
「
作

覚
、
触
覚
で
は
何
も
変
わ

五
〇

ば
、
又
か
は
つ
て
く
る
」

移
動
に
つ
い
て
「
僕
は
鹿

は
純
然
た
る
算
術
的
理
由

算
す
る
と
丁
度
小
町
の
若

調
す
る
が
、
同
じ
〈
鹿
鳴

る
べ
き
だ
ろ
う
。



三
島
由
紀

昔
、
私
の

ば
、
自
分
が
生

る
と
き
だ
け
、

ち
が
ひ
に
気
が

た
ん
だ
。

（

人
は
肉
感
的
な

は
、
決
し
て
敗

漫
主
義
的
な
、

種
の
誤
解
と
、

る
。

と
述
べ
て
い
る
が
、

て
以
下
の
よ
う
に
語

第
三

三
島
は
こ
の
老
婆

九
十
九
歳
の

術
家
た
る
の
道

小
町
は
、「
生

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

夫
「
卒
塔
婆
小
町
」
論

若
か
つ
た
時
分
、
何
か
ぽ
う
ー
つ
と
す

き
て
ゐ
る
と
感
じ
な
か
つ
た
も
ん
だ
。

生
き
て
る
や
う
な
気
が
し
た
ん
だ
。
そ

つ
い
た
。（
略
）
今
か
ら
考
へ
り
や
あ

略
）
そ
れ
以
来
、
私
は
酔
は
な
い
こ
と

生
、
現
実
と
共
に
流
転
す
る
生
の
権
化

北
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
の
悲
劇
が
あ
り

「
悲
劇
へ
の
意
志
」
が
あ
る
。
二
人
の

好
奇
心
と
軽
侮
を
ま
じ
へ
た
相
互
へ
の

（
前
出
・「
卒
塔
婆
小

既
に
九
十
九
歳
で
あ
る
老
婆
は
、
自
ら

る
。

章

小
町
の
生
と
、
詩
人
た
ち
の

と
詩
人
の
「
生
」
を

小
町
の
や
う
な
不
屈
な
永
劫
の
青
春
を

だ
と
愚
考
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。

（
前
出
・「
卒

を
超
越
せ
る
生
」、
形
而
上
学
的
生
の

る
こ
と
が
な
け
れ

わ
れ
を
忘
れ
て
ゐ

の
う
ち
、
そ
の
ま

、
私
は
死
ん
で
ゐ

に
し
た
。
こ
れ
が

ば
か
り
」
で

比
さ
せ
て
い

発
表
直
前
に

か
ら
、
会
場

う
。
主
人
公

で
あ
る
。
小
町
に

、
詩
人
に
は
、
浪

触
れ
合
ひ
は
こ
の

憧
れ
に
基
い
て
ゐ

町
演
出
覚
え
書
」）

の
長
生
き
に
つ
い

た
い
。
そ
こ

と
い
う
行
為

ら
の
若
さ
が

外
の
全
て
の

対
比
は
、
三

宮
の
松
」
の

離
宮
公
園
に

生志
す
こ
と
が
、
芸

塔
婆
小
町
覚
書
」）

権
化
で
あ
る
。
詩

こ
れ
は
「

き
る
こ
と
の

『
天
人
五
衰
』

止
も
聞
か
ず

こ
と
で
、
決

の
生
が
鮮
や

こ
こ
で
、

私
の
長

二

、
美
代
は
背
中
に
子
供
を
背
負
っ
て
い

る
。「
博
覧
会
」
に
は
公
園
の
名
前
が

開
催
さ
れ
て
い
た
自
動
車
博
覧
会
の
様

で
あ
っ
た
日
比
谷
公
園
が
舞
台
で
あ
る

・
大
庭
貞
三
は
「
暗
か
ら
暗
に
葬
ら
れ

に
い
る
男
女
の
年
齢
は
描
か
れ
て
い
な

自
体
や
「
愛
し
合
つ
て
ゐ
る
若
い
人
た

見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
舞
台
の
上
で
は
、

人
物
の
若
さ
と
い
う
対
比
が
な
さ
れ
て

島
が
他
作
品
に
描
い
た
公
園
に
も
見
出

美
代
は
、
主
人
の
息
子
の
子
守
を
し
な

た
ど
り
着
い
た
。
公
園
は
〈
幸
福

そ

詩
も
な
く
、
至
福
も
な
し
に
！

こ
れ

秘
訣
は
そ
こ
に
し
か
な
い
こ
と
を
俺

の
本
多
の
生
の
認
識
と
一
致
し
て
い

、
自
ら
酔
い
、
覚
悟
の
上
で
、
死
を
選

し
て
酔
う
こ
と
な
く
、
つ
ま
り
死
を
選

か
に
示
さ
れ
る
と
言
え
る
。

老
婆
と
詩
人
以
外
の
「
卒
塔
婆
小
町
」

寿
の
秘
訣
さ
。

五
一

る
〈
不
幸

な
自
分
を
対

明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と

こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ

る
作
品
」
の
主
人
公
で
あ

い
が
、
公
園
で
相
擁
す
る

ち
」
と
い
う
表
現
に
、
彼

老
婆
の
老
い
と
、
そ
れ
以

い
る
の
だ
。
こ
の
明
確
な

す
こ
と
が
で
き
る
。「
離

が
ら
奉
公
先
を
出
て
、
浜

う
に
見
え
る
「
恋
人
同
士

が
も
つ
と
も
大
切
だ
。
生

は
知
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う

る
が
、
詩
人
は
老
婆
の
制

ん
だ
。
詩
人
と
対
比
す
る

ば
な
か
っ
た
老
婆
の
永
遠

の
登
場
人
物
に
目
を
向
け



者
を
「
観
客
」
と
表

こ
の
森
周
辺

は
ず
い
ぶ
ん
多

結
婚
し
て
こ
こ

高
血
圧
や
心
臓

も
ち
ろ
ん
「
俳

今
ご
ろ
か
れ
ら

「
不
幸
」
な
子
の
未
来

外
苑
の
「
草
の
上
に

て
い
る
。
つ
ま
り
三

な
個
性
の
あ
る
人
物

意
義
を
得
る
の
で
あ

そ
の
対
比
に
つ
い

は
、
自
分
達
に
見
ら

三
島
由
紀

り
、
博
覧
会
に
来
た

彼
ら
と
違
い
、
あ
ら

聞
紙
」
の
敏
子
の
家

そ
の
看
護
婦
が
い
き

「
幸
福
」
な
人
生
と
、

っ
た
千
鳥
が
淵
公
園

現
し
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

の
「
観
客
」
の
う
ち
、
こ
の
二
十
年
間

か
ろ
う
と
い
ふ
こ
と
、
若
い
「
俳
優
」

を
去
つ
た
り
、
交
通
事
故
で
死
ん
だ
り

・
腎
臓
で
死
ん
だ
も
の
も
少
な
く
あ
る

優
」
の
異
動
は
「
観
客
」
よ
り
は
る
か

は
東
京
か
ら
私
鉄
で
一
時
間
も
か
か
る

を
想
像
す
る
。『
暁
の
寺
』
や
『
天
人

乱
れ
て
ゐ
る
恋
人
た
ち
」
と
そ
れ
を
見

島
作
品
に
登
場
す
る
公
園
の
住
人
は
、

で
は
な
く
、
主
人
公
に
対
比
さ
れ
る
こ

る
。

て
、『
天
人
五
衰
』
の
本
多
の
言
葉
を

れ
て
い
た
若
い
男
女
を
「
俳
優
」、
自

夫
「
卒
塔
婆
小
町
」
論

カ
ッ
プ
ル
や
家
族
連
れ
な
ど
を
一
人
で

ゆ
る
「
関
係
が
欠
け
て
」
い
る
こ
と

で
は
、
二
歳
の
息
子
の
た
め
に
看
護
婦

な
り
父
親
の
な
い
子
を
産
む
。
敏
子

看
護
婦
の
子
の
「
不
幸
」
な
出
生
を

で
新
聞
紙
を
敷
き
詰
め
て
眠
る
浮
浪
者

に
死
ん
だ
年
寄
り

の
は
う
で
さ
へ
、

、
若
年
癌
や
若
年

ま
い
と
い
ふ
こ
と
、

に
甚
だ
し
い
か
ら
、

ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
の

構
図
が
採
ら

を
か
け
て
恋

公
園
で
若

恋
人
同
志
、

ガ
ス
灯
、
ベ

の
転
生
で
あ

ぞ
れ
す
べ
て

五
衰
』
で
は
神
宮

る
本
多
が
描
か
れ

名
前
を
持
つ
よ
う

と
で
初
め
て
存
在

借
り
た
い
。
本
多

分
の
よ
う
に
見
る

ず
「
俳
優
」

は
二
十
年
前

く
、
亡
く
な

の
者
に
譲
っ

館
と
公
園
の

ワ
ル
ツ
を

「
恋
を
囁
き
は

眺
め
、
自
分
に
は

を
実
感
す
る
。「
新

を
雇
っ
て
い
る
が
、

は
自
身
や
息
子
の

比
較
し
、
立
ち
寄

の
男
性
に
、
そ
の

団
地
の

ぢ
つ
と

て
彼
ら

と

。

こ
こ
に
は
、

徹
底
し
た
対

れ
、
鹿
鳴
館
で
も
老
婆
と
詩
人
を
囲
む

を
囁
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
男
女
を
見
て
い
た
詩
人
は
、
公
園
の

街
灯
」
と
表
現
す
る
。
ま
た
老
婆
は
、

ン
チ
、
恋
人
ど
う
し
」
と
す
る
。
こ
の

り
、
両
者
が
時
を
経
て
再
会
し
た
証
明

が
転
生
し
た
と
読
む
こ
と
も
可
能
な
の

の
死
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
同
じ

も
今
も
ず
っ
と
公
園
に
存
在
す
る
が
、

っ
た
り
年
を
と
っ
た
り
し
て
、
そ
の

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
卒
塔

場
面
で
も
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
か
。

踊
り
疲
れ
た
男
女
は
、
両
側
二
対
の

じ
む
」。
つ
ま
り
公
園
で
老
婆
と
詩
人 二

一
室
で
、
女
房
子
供
の
さ
わ
ぎ
を
よ
そ

テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
見
て
ゐ
る
で
あ
ら

が
今
度
は
「
観
客
」
に
な
つ
て
こ
こ
へ

（
略
）

若
い
「
俳
優
」
と
年
寄
り
の
「
観
客
」

比
が
あ
る
。
二
十
年
の
空
白
を
経
て
公

形
で
男
女
が
ベ
ン
チ
に
腰

情
景
を
「
公
園
、
ベ
ン
チ
、

鹿
鳴
館
を
「
ひ
ろ
い
御
庭
、

描
写
は
詩
人
が
深
草
少
将

で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鹿
鳴

よ
う
な
行
為
を
す
る
男
女

彼
ら
は
同
一
人
物
で
は
な

「
俳
優
」
の
座
を
次
の
世
代

婆
小
町
」
に
お
け
る
鹿
鳴

ベ
ン
チ
に
腰
を
下
ろ
し
、

が
語
り
合
う
場
面
と
同
じ

五
二

に
、
睨
み
据
ゑ
る
よ
う
に

う
と
い
ふ
こ
と
、
さ
う
し

来
る
日
が
近
い
と
い
ふ
こ

と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る

園
を
訪
れ
た
本
多
は
、
ま



三
島
由
紀

曲
「
卒
都
婆
小
町
」

「
関
寺
小
町
」
に
は
具

「
卒
塔
婆
小
町
」
の
老

が
、「
も
ち
ろ
ん
職
業

性
格
を
端
的
に
表
す

「
童
舞
」
と
い
う
稚
児

れ
た
老
婆
の
老
い
を

は
、
自
分
の
他
作
品

ら
、「
関
寺
小
町
」
に

そ
の
若
さ
と
老
い
が

で
あ
る
点
に
、
三
島

こ
こ
で
、
老
婆
が

公
園
の
「
ベ
ン
チ
」

踊
っ
て
い
た
「
恋
人

草
少
将
の
み
で
は
な

生
し
た
存
在
で
あ
り

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
老

町
」
に
は
描
か
れ
て

館
の
「
ひ
ろ
い
御
庭

夫
「
卒
塔
婆
小
町
」
論

と
「
鸚
鵡
小
町
」
の
老
女
は
「
物
を

体
的
な
生
活
の
手
段
は
書
か
れ
て
い

婆
は
モ
ク
拾
い
を
し
て
い
る
。
老
婆

を
示
す
の
で
は
な
く
、
浪
漫
的
な
も

以
上
の
意
味
は
持
っ
て
い
な
い
」
と
さ

達
の
子
供
ら
し
い
若
々
し
い
舞
と
、

示
す
よ
ろ
よ
ろ
と
し
た
舞
い
が
対
比
さ

に
も
通
ず
る
主
人
公
と
公
園
の
住
人
の

示
さ
れ
る
若
さ
と
老
い
の
対
比
を
描

〈
転
生
の
生

と
〈
永
遠
の
生

と
い

の
新
た
な
視
点
が
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う

〈
モ
ク
拾
い

を
し
て
い
る
こ
と
に
目

に
、「
ガ
ス
灯
」
が
「
街
灯
」
に
、
鹿

ど
う
し
」
が
公
園
で
相
擁
す
る
「
恋
人

く
、
老
婆
を
包
む
情
景
の
す
べ
て
が
鹿

、
老
婆
の
み
が
生
き
続
け
て
い
る
と
い

婆
と
そ
れ
以
外
の
人
物
の
対
比
は
、

い
な
い
。
し
か
し
、「
関
寺
小
町
」
の

」
が
、
戦
後
の
「
公
園
」
に
、
鹿
鳴
館

乞
ふ
」
て
生
き
、

な
い
が
、
三
島
の

の
相
手
の
〈
詩
人

の
に
憧
れ
る
彼
の

れ
、
後
に
老
婆
の

イ
め
し
を
食

い
く
。
し
か

次
い
で
誕
生

者
の
増
産
意

す
る
た
め
」

そ
れ
に
興
を
催
さ

れ
て
い
る
。
三
島

型
を
踏
襲
し
な
が

い
た
。
し
か
し
、

う
「
生
」
の
対
比

。を
向
け
た
い
。
原

バ
コ
が
氾
濫

タ
バ
コ
に
再

い
殻
を
集
め

通
り
の
多
い

は
主
に
浮
浪

為
に
競
争
も

浮
浪
者
を
派

鳴
館
で
ワ
ル
ツ
を

同
志
」
に

。
深

鳴
館
時
代
か
ら
転

う
構
図
が
示
さ
れ

原
曲
「
卒
都
婆
小

七
夕
祭
の
場
は
、

〈
モ
ク
拾
い

の
タ
バ
コ
の

え
て
み
た
い

一
九
年
一

日
三
本
し
か

本
建
て
の
制

ま
た
耕
作
者

の
「
ベ
ン
チ
」
が

幻
想
の
世
界

二

べ
さ
せ
た
上
、
日
給
五
十
円
を
は
ら
っ

し
、
昭
和
二
一
年
の
「
ピ
ー
ス
」
を
皮

し
、
二
二
年
に
は
「
増
産
報
奨
金
支
給

欲
が
向
上
、
ま
た
「
専
売
事
業
を
確
立

に
闇
取
引
の
取
り
締
ま
り
も
強
化
さ
れ

す
る
中
、
拾
っ
た
タ
バ
コ
を
と
き
ほ
ぐ

生
さ
せ
た
〈
シ
ケ
モ
ク

も
よ
く
売
れ

る
仕
事
を
〈
モ
ク
拾
い

と
言
い
、
駅

場
所
は
ど
こ
で
も
〈
モ
ク
拾
い
の
場

児
の
仕
事
で
あ
り
、
特
定
の
技
能
を
必

激
化
し
、「
こ
ゝ
（
後
楽
園
｜
木
谷
注

遣
し
、
十
本
二
十
円
で
お
ろ
す
上
野
駅

で
あ
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
の
で

歩
み
を
振
り
返
り
、〈
モ
ク
拾
い

を

。一
月
か
ら
配
給
制
に
な
っ
た
タ
バ
コ
は

支
給
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
は
配
給

度
」
が
と
ら
れ
た
が
、
葉
タ
バ
コ
の
密

か
ら
の
横
流
し
が
後
を
絶
た
ず
、
偽
造

に
引
き
こ
ま
れ
る
重
要
な
伏
線
と
な
っ

五
三

て
い
る
」
と
組
織
化
し
て

切
り
に
自
由
販
売
品
が
相

制
度
」
が
生
ま
れ
、
耕
作

し
て
国
家
の
財
政
に
寄
与

、
タ
バ
コ
を
取
り
巻
く
状

し
て
巻
き
直
し
、
新
し
い

る
。
こ
の
捨
て
ら
れ
た
吸

や
球
場
、
繁
華
街
な
ど
人

と
な
っ
た
。〈
モ
ク
拾
い

要
と
せ
ず
需
要
も
あ
っ
た

）
を
ナ
ワ
張
り
に
三
人
の

の
親
方
は
彼
ら
に
腹
一
パ

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
戦
後

通
し
て
老
婆
に
つ
い
て
考

、
終
戦
時
に
は
わ
ず
か
一

品
と
自
由
販
売
品
の
「
二

耕
作
や
紙
タ
バ
コ
の
密
造
、

品
も
販
売
さ
れ
た
。
闇
タ

て
い
る
よ
う
に
、
老
婆
が



が
ひ
な
い

老
婆

さ
う
か

年
齢
、
性
別
、
性

ク
を
拾
い
、
売
れ
な

で
共
通
し
て
い
る
の

と
を
た
め
ら
う
が
、

年
を
生
き
る
読
者
や

か
ら
作
ら
れ
る
味
の

園
に
現
れ
、「
ち
ゆ
う

婆
は
、
個
人
消
費
を

ら
れ
、
さ
ら
に
市
場

表
れ
る
。

老
婆

あ
ん
た

詩
人

よ
く
知

三
島
由
紀

況
が
好
転
す
る
。
二

給
制
が
廃
止
さ
れ
入

た
。〈
洋
モ
ク

と
呼

れ
、「
や
み
た
ば
こ
の

争
の
帰
休
兵
が
日
本

り
、「
卒
塔
婆
小
町
」。

し
か
し
商
売
と
い
ふ
わ
け
ぢ
や
あ

い
、
売
れ
な
け
り
や
あ
、
商
売
ぢ
や
な

格
な
ど
全
て
に
お
い
て
対
称
的
な
両
者

い
詩
を
書
く
と
い
う
、
非
生
産
的
な

が
分
か
る
。
詩
人
は
収
入
が
な
い
た
め

老
婆
は
そ
れ
に
疑
問
を
呈
し
反
論
し
て

観
客
に
と
っ
て
、「
売
れ
な
い
」
モ
ク

悪
い
シ
ケ
モ
ク
は
ほ
と
ん
ど
需
要
が
な

ち
ゆ
う
た
こ
か
い
な
」
と
夥
し
い
数

目
的
に
〈
モ
ク
拾
い

を
し
て
い
る
の

で
も
価
値
が
な
い
と
す
る
と
、
老
婆
と

は
、
あ
れ
だ
ろ
、
商
売
は
詩
人
だ
ろ
。

つ
て
る
ね
。
詩
を
と
き
ど
き
書
く
、
だ

夫
「
卒
塔
婆
小
町
」
論

四
年
に
は
日
本
専
売
公
社
が
発
足
、
二

手
が
容
易
に
な
る
一
方
で
、
精
巧
な
偽

ば
れ
て
い
た
外
国
製
タ
バ
コ
も
進
駐

中
の
高
級
品
」
と
し
て
人
気
が
高
か

に
滞
在
し
た
た
め
更
に
多
く
出
回
る
よ

の
発
表
さ
れ
た
二
七
年
前
後
に
な
る

い
の
か
い
。

が
、
売
れ
な
い
モ

〈
仕
事

を
持
つ
点

に
商
売
と
称
す
こ

い
る
。
昭
和
二
七

を
拾
い
続
け
る
こ

売
は
、
形
而

に
表
し
て
い

三
島
作
「

慢
な
態
度
で

ま
た
三
島
は

か
っ
た
。
毎
晩
公

の
モ
ク
を
拾
う
老

で
は
な
い
と
考
え

詩
人
の
共
通
点
が

か
ら
詩
人
に
は
ち

う
か
。

モ
ク
は
拾

し
そ
れ
ら
は

す
る
タ
バ
コ

ま
た
捨
て
ら

媒
体
と
な
る

バ
コ
は
老
婆

五
年
タ
バ
コ
の
配

造
品
も
開
発
さ
れ

軍
か
ら
横
流
し
さ

っ
た
が
、
朝
鮮
戦

う
に
な
る
。
つ
ま

と
、
拾
っ
た
モ
ク

と
は
、
生
活

老
婆
に
と
っ

の
が
生
き
甲

老
婆
は
「
商

た
め
に
モ
ク

な
ら
、
モ
ク

上
に
生
き
る
老
婆
の
人
生
の
縮
図
で
あ

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

卒
塔
婆
小
町
」
の
ベ
ン
チ
に
関
す
る
問

い
る
小
町
像
は
、
原
曲
に
し
た
「
卒
都

、
老
婆
と
詩
人
の
対
比
の
み
で
な
く
、

わ
ず
に
い
る
と
、
物
体
と
し
て
〈
死

、
老
婆
に
拾
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

と
し
て
生
き
返
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る

れ
、
ま
た
再
生
さ
れ
る
。
つ
ま
り
老
婆

存
在
で
あ
り
、
老
婆
が
「
永
劫
の
青
春

に
よ
っ
て
〈
永
遠
の
生

を
手
に
入
れ 二

や
収
入
に
直
接
的
な
意
味
を
持
た
な
い

て
は
「
売
れ
な
く
て
も
」「
商
売
」
な

」「
人
参
が
ほ
し
く
て
駈
け
る
馬
ぢ

売
の
た
め
に
」
モ
ク
を
拾
っ
て
い
る
の

拾
い
を
す
る
の
だ
。
老
婆
が
「
形
而
上

拾
い
は
〈
形
而
上
学
的
商
売

と
表
現

り
、
そ
の
性
質
を
も
如
実

答
や
、
矜
持
を
忘
れ
ず
驕

婆
小
町
」
に
拠
っ
て
い
る
。

こ
の
作
品
で
数
々
の
対
比

ん
だ
存
在
で
あ
る
。
し
か

再
び
〈
シ
ケ
モ
ク

と
称

。
そ
し
て
ま
た
吸
わ
れ
、

は
〈
死

と
〈
生

と
の

」
を
有
す
る
よ
う
に
、
タ

る
。
モ
ク
拾
い
と
い
う
商

五
四

こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し

の
で
あ
る
。「
生
き
て
い
る

や
な
い
」
と
言
う
よ
う
に
、

で
は
な
く
、
モ
ク
拾
い
の

学
的
生
」
の
象
徴
で
あ
る

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ



三
島
由
紀

「
世
阿
弥
の
築
い

と
い
う
能
の
〈
老
い

塔
婆
小
町
」
は
、
老

で
始
ま
り
、
幕
を
閉

お
年
を
召
し

も
の
が
ど
こ
か

ふ
も
の
が
あ
る

（
三
島

老
い
と
い
ふ

つ
て
ゐ
た
人
（

そ
し
て
公
園
に
お
け

い
る
こ
と
は
先
述
し

さ
れ
る
点
は
「
鸚
鵡

百
夜
通
い
は
「
通
小

し
か
し
「
卒
塔
婆

男
女
と
い
う
若
者
が

の を
示
し
た
。
作
品
舞

夫
「
卒
塔
婆
小
町
」
論

（
三
島
由
紀
夫

小
西
甚
一

ド
ナ
ル

た
世
界
」『
日
本
の
思
想
８
月
報
』昭

に
関
す
る
思
考
と
一
致
し
て
い
る
。

婆
の
モ
ク
拾
い
の
言
葉
「
ち
ゆ
う
ち
ゆ

じ
る
。
既
に
「
小
町
は
八
十
年
の
間
、

て
お
ら
れ
れ
ば
お
ら
れ
る
ほ
ど
お
能
に

に
出
て
来
る
。
日
本
の
古
典
芸
能
に
は

よ
う
に
思
う
ん
で
す
。

由
紀
夫

喜
多
六
平
太
対
談
「
日
本「

も
の
の
芸
術
的
な
意
味
を
、
あ
れ
だ
け

世
阿
弥
｜
引
用
者
注
）
は
ゐ
な
い
と
思

る
若
さ
と
老
い
の
対
比
が
、「
関
寺
小

た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
最
後
に
ひ

小
町
」
を
感
じ
さ
せ
る
し
、
先
に
引
い

町
」
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

小
町
」
の
老
婆
は
、
原
曲
の
老
女
達
や

達
せ
ら
れ
な
い
悟
り
や
生
の
境
地
に
あ

台
と
し
て
の
〈
ケ

と
〈
ハ
レ
、
老

ド
・
キ
ー
ン
鼎
談

７
、
筑
摩
書
房
）

ま
た
、
こ
の
「
卒

う
た
こ
か
い
な
」

こ
の
呟
き
に
象
徴

対
比
、
ま
た

〈
無
限
の
時
間

存
分
に
表
し

色
つ
ぽ
さ
と
い
う

不
思
議
に
さ
う
い

の
芸
術
３

能
楽
」

群
像
」
昭

・
３
）

早
く
ち
や
ん
と
知

ふ
ん
で
す
ね
。

少
将
が
出
会

町
や
深
草
少

可
能
で
あ
る

は
無
限
の
時

在
し
て
い
る

三
島
由
紀

小
町
物
に
含

町
」
に
描
か
れ
て

と
り
で
舞
台
に
残

た
よ
う
に
少
将
の

、
詩
人
、
公
園
の

る
。
こ
れ
は
三
島

こ
れ
か
ら
百

て
い
る
が
、

指
摘
し
た
い

る
。
言
う
ま

詞
で
は
な
く

と
は
で
き
な

プ
ラ
ス
の
方

婆
の
内
面
と
外
見
、

さ
れ
る
無
為

二

本
稿
で
触
れ
た
三
点
の
対
比
を
描
い
た

、〈
自
由
な
飛
躍

と
い
う
、
自
身

た
の
が
「
卒
塔
婆
小
町
」
で
あ
る
と
言

い
を
重
ね
る
こ
と
と
同
様
、
マ
イ
ナ
ス

将
の
時
代
ま
で
遡
り
転
生
を
繰
り
返
し

だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「

間
が
流
れ
て
お
り
、
よ
り
強
く
〈
能

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

夫
は
本
作
を
発
表
し
た
二
七
年
の
世
相

ま
れ
る
謡
曲
の
様
々
な
要
素
を
取
り
入

年
、
次
の
出
会
い
ま
で
、
ま
た
待
ち
続

数
は
プ
ラ
ス
に
も
マ
イ
ナ
ス
に
も
永
遠

。
老
婆
は
、「
む
か
し
小
町
と
い
は
れ

で
も
な
く
、
こ
の
「
小
町
」
と
は
、
普

、
こ
れ
ま
で
に
何
人
の
「
小
町
」
が
存

い
。
つ
ま
り
、
八
十
年
前
の
鹿
鳴
館
の

向
に
あ
た
る
こ
れ
か
ら
先
の
未
来
に
小

の
時
を
過
ご
し
て
、
詩
人
と
の
再
会
を

五
五 。

そ
こ
に
、〈
老
い

や

に
と
っ
て
の
能
の
魅
力
を

え
る
だ
ろ
う
。

方
向
に
も
実
際
の
小
野
小

て
き
た
と
考
え
る
こ
と
が

卒
塔
婆
小
町
」
の
舞
台
に

ら
し
さ
の
漂
う
世
界
が
存

や
社
会
情
勢
を
背
景
に
、

れ
つ
つ
、
詩
人
と
老
婆
の

け
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ

で
あ
る
こ
と
を
付
加
し
て

た
女
さ
」
と
自
己
紹
介
す

通
名
詞
で
あ
っ
て
固
有
名

在
し
た
か
を
把
握
す
る
こ

夜
会
を
０
の
点
と
す
る
と
、

町
と
転
生
を
繰
り
返
し
た

待
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、



の
具
体
的
な
比
較

羽
田
昶
「
関
寺

６
・

、
平
凡
社

「
関
寺
小
町

素

曲
百
番
』
平

・

「
日
比
谷
公
園
そ

な
ど
に
活
用
」（「

「
ス
ワ
空
襲

（「
読
売
新
聞
」
昭

有
元
伸
子
「
三

文
学
試
論
」

、

三
宅
襄
「
卒
都

頁
。原

田
香
織
「『
卒

論
稿
」
第

・

婆
小
町
』
の
『
近

典
の
変
容
と
新
生

像
を
分
析
し
て
い

三
島
由
紀

注

山
本
健
吉
「
生

（「
図
書
新
聞
」
昭

ド
ナ
ル
ド
・
キ

頁
。

三
島
作
は
「
卒

権
藤
芳
一
「
小

社
）

頁
。

検
討
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

小
町
」（
西
野
春
雄

羽
田
昶
編
『
能
・

）

頁
。

材
・
主
題
」（
西
野
春
雄
校
注
『
新
日
本
古

３
・

、
岩
波
書
店
）

頁
。

の
他
へ

空
襲
避
難
の
地
下
建
築

平
時

読
売
新
聞
」
昭

・
４
・

、
朝
刊
）。

に
備
え
て

日
比
谷
公
園
に
で
き
た
家
庭

・

・

、
夕
刊
）。

島
由
紀
夫
『
卒
塔
婆
小
町
』
論
｜
｜
詩
劇
の

昭

・

）

頁
。

婆
小
町
」（『
能
の
演
出
』
昭

・
３
・
１
、

塔
婆
小
町
』
論
｜
｜
三
島
由
紀
夫
と
能
楽

合
併
号
、
平
３
・

）

頁
。
ま
た

代
』
｜
｜
三
島
由
紀
夫
に
よ
る
新
生
｜
｜

』
昭

・

・

、
明
治
書
院
所
収
）
で
小

る
が
、
三
島
作
「
卒
塔
婆
小
町
」
と
「
鸚
鵡

夫
「
卒
塔
婆
小
町
」
論

気
に
富
む
即
興
性

能
を
典
拠
と
し
て
試

・
６
・
９
）。

ー
ン
「
解
説
」（『
近
代
能
楽
集
』
昭

・
３

塔
婆
小
町
」、
謡
曲
は
「
卒
都
婆
小
町
」
と

野
小
町
」（『
能
に
生
き
る
歴
史
群
像
』
昭

狂
言
辞
典
』
昭

・

典
文
学
大
系

謡

は
ス
ポ
ー
ツ
・
娯
楽

用
防
空
壕
／
東
京
」

平
敷
尚

史
研
究
会

評
論
社
）

石
沢
秀

石
沢
秀

｜
｜
」（

「
博
覧

動
車
シ
ョ

柴
田
勝

試
み
｜
｜
」（「
近
代

能
楽
書
林
）

｜
｜
」（「
日
本
文
芸

西
村
聡
氏
も
「『
卒
塔

」（
川
口
久
雄
編
『
古

町
物
に
お
け
る
小
町

小
町
」「
関
寺
小
町
」

聞
」
昭

定

斎
場

の
葬
儀
が

聞
」
の
記

公
園
の

下
の
公
園

刊
行
会
編

園
百
年
史

の
記
事
を

み
た
一
種
の
詩
劇
」

・

、
新
潮
社
）

表
記
す
る
。

・
２
・

、
淡
交

「
美
観

化
」（「
読

「
戦
時

な
っ
た
話

「
目
ざ

（「
読
売
新

「
３
公

「
命
を

子
「
三
島
由
紀
夫
『
卒
塔
婆
小
町
』」（
日
本

編
『

世
紀
の
戯
曲

｜
｜
現
代
戯
曲
の
展

頁
。

二
「
卒
塔
婆
小
町
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
｜

二
「
書
斎
訪
問
１

三
島
由
紀
夫
氏
｜
｜
形

「
新
劇
」
昭

・
２
）

頁
。

会
」
は
二
九
年
六
月
の
「
群
像

増
刊
号
」

ウ
は
同
年
四
月
二
〇
日
か
ら
二
九
日
ま
で
日

二
「
三
島
由
紀
夫
の
『
詩
』
『
近
代
能
楽
集

・
４
・
８
、
朝
刊
）。
他
に
も
「
故
山
本
元

は
日
比
谷
公
園
」（「
読
売
新
聞
」
昭

・
５

公
園
で
開
か
れ
て
い
る
。
以
上
、
戦
中
の

事
を
参
考
に
し
た
。

歴
史
に
つ
い
て
は
、「
公
園
の
戦
後
処
理
概

緑
地
」

「
第
二
十
八
章

都
市
公
園
法

『
日
本
公
園
百
年
史
｜
｜
総
論
・
各
論
｜
｜

刊
行
会
）

頁
を
、
ま
た
戦
後
の
公
園

参
考
に
し
た
。

二

よ
り
防
空
へ
・
帝
都
の
武
装

公
園
も
模
様

売
新
聞
」
昭

・
１
・

、
夕
刊
）。

下
の
お
庭
に
は
花
よ
り
も
野
菜

世
界
大
戦

も
あ
る
」（「
読
売
新
聞
」
昭

・
７
・

、

す
は
戦
争
完
遂

再
び
示
す
一
億
の
鉄
石

聞
」
昭

・

・

夕
刊
）。

園
に
も
戦
技
場
」（「
読
売
新
聞
」
昭

・
１

捨
て
て

の
楽
に

厳
か
に
合
同
葬

一
般

演
劇
学
会
、
日
本
近
代
演
劇

開
』
平

・
７
・

、
社
会

３
、
昭

・
３
）

頁
。

而
上
学
的
な
美
意
識
を
語
る

に
発
表
、
第
一
回
全
日
本
自

比
谷
公
園
で
開
催
さ
れ
た
。

』
と
能
」「
三
田
文
学
」
｜

帥
の
国
葬
備
６
月
５
日
と
決

・

、
夕
刊
）
な
ど
、
多
く

公
園
に
つ
い
て
は
「
読
売
新

観
」「
第
二
十
三
章

大
戦
時

の
制
定
」（
日
本
公
園
百
年
史

』
昭

・
８
・

、
日
本
公

に
つ
い
て
は
「
朝
日
新
聞
」

五
六

替
え

水
道
の
取
入
れ
多
角

中
公
園
の
花
壇
が
蔬
菜
畑
に

朝
刊
）。

心

大
詔
奉
戴
国
民
大
会
」

・

、
夕
刊
）。

の
告
別
も
許
す
」（「
読
売
新



三
島
由
紀

注

『
十
年
の

注

に
同
じ

〔
付
記
〕本

稿
の
三
島
由

刊
行
中
、
新
潮
社

巻
（
昭

・
４
・

公
社
十
年
史
編

専
売
公
社
）
所
収

「
月
給
三
千
円

・

・
９
朝
刊

日
本
専
売
公
社

る
と
、
ピ
ー
ス
の

日
本
専
売
公
社

公
社
総
務
部
）
所

日
本
専
売
公
社

日
本
専
売
公
社
総

６
、
昭

・
８
）

夫
「
卒
塔
婆
小
町
」
論

歩
み
』
所
収
「
第
九
節

た
ば
こ
の
専
売

紀
夫
の
文
章
は
『
決
定
版

三
島
由
紀
夫

）
を
、
ま
た
謡
曲
に
つ
い
て
は
野
上
豊
一
郎

昭

・
２
・

、
中
央
公
論
社
）
を
底

集
室
長

福
永
公
一
編
『
十
年
の
歩
み
』

「
第
一
節

概
説

１
戦
後
の
混
乱
期
」

ペ
ー
ス
の
内
職

野
球
場
で
タ
バ
コ
拾
い

）『
た
ば
こ
の
意
匠
』（
昭

・
３
・

、
日

図
案
は
懸
賞
募
集
さ
れ
、
数
万
点
の
応
募
が

総
務
部
『
世
界
た
ば
こ
報
告
集
』（
昭

・

収
「
第
四
部

日
本
」

頁

総
務
部
総
務
課
『
た
ば
こ
専
売
五
十
年
小
史

務
部
総
務
課
）
所
収
「
第
十
二
章

専
売

頁
。

取
締
」

頁

全
集
』（
平

・

『
謡
曲
全
集
』
全
六

本
に
し
た
。

（
昭

・
６
・
１
日
本

頁

」（「
朝
日
新
聞
」
昭

本
専
売
公
社
）
に
よ

あ
っ
た
と
い
う
。

３
・

、
日
本
専
売

』（
昭

・
５
・
５
、

の
取
締
」

頁

二
五
七


