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は
じ
め
に 

  

西
堂
行
人
は
『
日
本
演
劇
思
想
史
講
義
』
に
お
い
て
《
日
本
に
お
け
る
現
代
演

劇
の
始
ま
り
》
は
一
九
六
七
年
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
、
《
〈
そ
れ
以
前
〉
と

〈
そ
れ
以
後
〉
の
演
劇
の
間
に
大
き
な
切
断
が
あ
》
る
と
述
べ
て
い

る
（
１
）

。
明
治

時
代
以
降
演
劇
の
主
流
に
位
置
し
て
い
た
新
劇
は
《
市
民
生
活
に
即
し
た
演
劇
》

で
あ
っ
た
も
の
の
、
《
未
来
志
向
や
理
想
主
義
を
奏
で
て
き
た
「
近
代
社
会
」
》
の

幻
想
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
原
爆
の
発
明
に
よ
っ
て
破
綻
す
る
こ
と
で
停

滞
期
を
迎
え

た
（
２
）

。
そ
の
後
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
新
た
な
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
と
し
て
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
演
劇
（
以
下
、
ア
ン
グ
ラ
演
劇
）
が
産
声

を
あ
げ
、
学
生
運
動
の
熱
気
と
い
う
上
昇
気
流
を
受
け
て
飛
び
立
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

扇
田
昭
彦
は
ア
ン
グ
ラ
演
劇
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
変
化
を
九
項

目
（
３
）

に
ま

と
め
て
い
る
。
と
り
わ
け
明
瞭
に
変
化
が
見
て
と
れ
る
の
は
第
三
項
に
挙
げ
ら
れ

た
《
劇
場
空
間
の
変
化
》
で
あ
ろ
う
。
ア
ン
グ
ラ
演
劇
は
「
小
劇
場
」
と
い
う
異

名
を
持
つ
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
稽
古
場
ほ
ど
の
広
さ
の
劇
場
や
ビ
ル
の

一
室
で
上
演
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
。
同
時
に
、
劇
場
と
い
う
枠
組
み
を

解
体
し
て
、
劇
を
野
外
に
持
ち
出
す
試
み
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
な
か
で
も
寺
山
修

司
（
一
九
三
五―

一
九
八
三
年
）
が
実
践
し
た
「
市
街
劇
」
は
、
一
般
市
民
が
日

常
生
活
を
送
る
市
街
で
劇
を
上
演
す
る
と
い
う
大
胆
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

映
画
監
督
の
松
本
俊
夫
は
、
市
街
劇
を
は
じ
め
と
す
る
寺
山
の
実
験
演
劇
を

《
前
衛
芸
術
の
正
統
派
で
あ
り
、
そ
の
現
在
的
な
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
》
と
評
価
し
て

い

る
（
４
）

。
寺
山
の
実
践
を
実
験
演
劇
の
ひ
と
つ
の
極
致
と
す
る
こ
の
よ
う
な
評
価

は
、
寺
山
の
没
後
四
十
年
が
経
と
う
と
す
る
い
ま
な
お
有
効
で
あ
る
。 

 

寺
山
は
自
身
の
演
劇
論
を
『
迷
路
と
死
海―

―

わ
が
演
劇
』
（
白
水
社
、
一
九

七
六
年
六
月
）
と
『
臓
器
交
換
序
説
』
（
日
本
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
二
年
七
月
）

の
二
冊
に
ま
と
め
て
い
る
。
本
稿
で
は
特
に
『
臓
器
交
換
序
説
』
に
つ
い
て
、
市

街
劇
の
取
り
組
み
を
理
念
の
側
か
ら
検
証
す
る
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
市
街
劇

を
一
九
六
〇
年
代
の
磁
場
の
中
で
の
み
変
革
力
を
持
つ
爆
発
で
は
な
く
、
後
世
で

の
再
演
へ
の
期
待
を
込
め
た
改
革
の
火
種
と
し
て
捉
え
直
し
た
い
。 

  
 
 

一 

犯
罪
・
事
件
と
し
て
の
市
街
劇 

  

さ
て
、
市
街
劇
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
演
劇
で
あ
っ
た
の
か
。
一
例
と
し
て
、

寺
山
の
代
表
的
な
市
街
劇
「
ノ
ッ
ク

」
（
５
）

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
つ
を
紹
介
す
る
。 

 
 

「
戸
別
訪
問
演
劇
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
戸
別
訪
問
者
に
よ
っ
て
地
域
内

市
街
劇
の
犯
罪
性

― 

寺
山
修
司
演
劇
論
の
空
白 

―

矢　

吹　

文　

乃
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住
民
の
日
常
現
実
の
中
に
、
異
物
と
し
て
の
人
間
を
も
ち
こ
む
も
の
で
あ

る
。 

 
訪
問
者
は
、
測
量
技
師
、
検
査
員
、
戸
籍
係
、
国
勢
調
査
員
等
に
な
り
、

各
戸
の
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
す
る
。
彼
等
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
言
語
を
持
ち
、

そ
れ
を
駆
使
し
て
、
住
民
と
会
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
会
い
を
模
索
す

る

。
（
６
） 

  

平
凡
な
家
庭
に
俳
優
が
押
し
か
け
、
突
然
劇
が
は
じ
ま
る
。
対
象
と
な
っ
た
家

へ
事
前
に
許
可
な
ど
は
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
無
理
矢
理
観
客
に
さ
れ
た
人
々

は
、
眼
前
の
出
来
事
が
劇
で
あ
る
か
ど
う
か
さ
え
要
領
を
得
な
い
ま
ま
、
劇
に

〈
出
会
〉
わ
さ
れ
る
。
当
然
市
民
は
仰
天
し
、
つ
い
に
は
警
察
ま
で
出
動
す
る
事

態
と
な
っ

た
（
７
）

。 
 

既
成
の
劇
場
以
外
の
場
で
上
演
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
市
街
劇
は
野
外
劇
的

な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
寺
山
は
市
街
劇
と
野
外
劇
を
別
物
と
し
て
考

え
て
い
た
。
寺
山
に
よ
る
と
、
劇
場
外
で
上
演
さ
れ
て
い
る
劇
で
あ
っ
て
も
《
ス

テ
ー
ジ
と
客
席
と
の
分
離
》
が
温
存
さ
れ
て
い
る
劇
は
室
内
劇
と
本
質
的
に
一
で

あ
り
、
そ
れ
は
市
街
劇
で
は
な
く
野
外
劇
に
あ
た
る
（
『
迷
路
と
死
海
』p.129

）
。

判
定
で
重
視
さ
れ
る
の
は
、
劇
が
劇
場
を
離
れ
た
結
果
〈
第
四
の
壁
〉
が
解
体
さ

れ
た
か
否
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
〈
第
四
の
壁
〉
が
消
え
る
こ
と
に
よ
る
拒
否
反

応
も
ハ
プ
ニ
ン
グ
も
、
生
じ
る
べ
き
も
の
と
し
て
織
り
込
み
済
み
な
の
だ
。 

 

西
堂
行
人
は
市
街
劇
の
こ
う
し
た
性
格
を
、
《
実
際
こ
の
市
街
劇
と
い
う
の
は

犯
罪
の
一
歩
手
前
。
法
律
に
触
れ
る
か
触
れ
な
い
か
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
の
演

劇
公
演

》
（
８
）

と
評
価
し
て
い
る
。
西
堂
が
市
街
劇≒

犯
罪
と
し
た
の
は
、
市
街
劇

が
治
安
紊
乱
行
為
で
あ
る
か
ら
だ
。
三
枝
泰
之
も
、
市
街
劇
が
《
テ
ク
ス
ト
の
再

現
か
ら
離
れ
、
現
実
そ
の
も
の
の
次
元
で
行
わ
れ
る
出
来
事
、
事
件
へ
と
変
容
し

》
（
９
）

て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。 

 

従
来
の
市
街
劇
研
究
は
、
市
街
劇
が
市
街
を
志
向
し
た
動
機
を
寺
山
作
品
の
連

続

性
（1

0

）

や
、
当
時
の
社
会
・
文
化
状
況
と
の
関

連
（1

1

）

に
求
め
て
き
た
。
い
ず
れ
の
研

究
で
も
、
市
街
劇
の
ア
イ
デ
ア
が
寺
山
一
人
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
天
井
桟
敷
の
他
メ
ン
バ
ー
の
感
性
や
世
相
、
あ
る
い
は
海
外
の
実
験
演
劇
作

品
の
薫
陶
を
受
け
つ
つ
育
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

 

な
か
で
も
、
久
保
陽
子
は
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
の

諸
前
衛
演
劇
作
家
か
ら
寺
山
が
受
け
た
影
響
を
丁
寧
に
考
証
し
た
上
で
、
市
街
劇

が
実
践
の
中
で
従
来
の
演
劇
形
式
を
《
究
極
的
に
解
体
し
、
そ
の
極
致
に
ま
で

い
》
か
せ
た
と
論
じ

た
（1

2

）

。
大
塚
直
は
さ
ら
に
天
井
桟
敷
の
渡
独
経
験
に
注
目
し
、

「
エ
ク
ス
ペ
リ
メ
ン
タ
３
」
で
の
観
劇
が
寺
山
の
市
街
劇
に
与
え
た
多
大
な
影
響

を
考
察
し
て
い

る
（1

3

）

。
久
保
論
や
大
塚
論
は
市
街
劇
を
演
劇
の
世
界
的
な
潮
流
に

位
置
づ
け
る
試
み
で
あ
る
が
、
一
方
で
寺
山
の
演
劇
観
を
首
尾
一
貫
し
た
も
の
と

し
て
捉
え
る
傾
向
に
あ
り
、
実
践
を
経
た
の
ち
に
理
念
の
語
り
直
し
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
こ
と
へ
の
目
配
り
は
充
分
と
は
言
い
が
た
い
。 

 

寺
山
は
市
街
劇
の
理
念
を
『
迷
路
と
死
海
』
、
『
臓
器
交
換
序
説
』
の
両
方
で
語

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
各
論
集
は
執
筆
時
期
を
考
慮
し
て
扱
う
必
要
が
あ
る
。 

 

高
取
英
は
『
臓
器
交
換
序
説
』
の
解
説
で
、
寺
山
の
主
宰
し
た
劇
団
「
演
劇
実

験
室⦿

天
井
桟
敷
」
（
以
下
、
天
井
桟
敷
）
の
活
動
を
四
期
に
分
類
し
て
い
る
。

高
取
の
分
類
に
則
る
と
『
迷
路
と
死
海
』
は
第
三
期
、
『
臓
器
交
換
序
説
』
は
第

四
期
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
高
取
曰
く
、
第
三
期
は
《
『
人
力
飛
行
機
ソ
ロ
モ
ン
』

と
題
し
た
市
街
劇
や
、
演
劇
形
式
の
革
命
を
唱
え
た
『
邪
宗
門
』
の
時
期
》
で
あ

り
、
第
四
期
は
《
晴
海
三
部
作
と
い
わ
れ
た
『
奴
婢
訓
』
『
レ
ミ
ン
グ
』
『
百
年
の

− 122 −− 123 −
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（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）



 

 
 

孤
独
』
の
時
期
で
、
〈
内
面
の
神
話
〉
と
い
っ
た
も
の
に
問
題
意
識
を
持
ち
、
「
現

代
思
想
」
や
哲
学
に
寺
山
修
司
が
興
味
を
示
し
た
最
後
の
時
期
》
で
あ

る
（1

4

）

。
つ

ま
り
、
市
街
劇
を
積
極
的
に
上
演
し
て
い
た
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
『
迷
路
と
死
海
』

は
市
街
劇
の
理
念
を
観
客
な
い
し
は
同
時
代
の
劇
作
家
、
劇
評
家
に
向
け
て
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
狙
い
で
書
か
れ
た
と
推
測
で
き
、
『
臓
器
交
換
序
説
』
は

実
践
を
ふ
り
か
え
っ
て
ま
と
め
た
も
の
だ
と
言
え
る
。 

 

『
迷
路
と
死
海
』
と
『
臓
器
交
換
序
説
』
を
比
較
し
て
み
る
と
、
『
臓
器
交
換

序
説
』
の
最
大
の
特
徴
は
演
劇
論
集
で
あ
り
な
が
ら
犯
罪
論
が
収
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
だ
と
わ
か
る
。
同
書
の
最
終
章
「
Ⅴ 
犯
罪
の
演
劇
化
」
で
は
、
当
時
世
間

の
耳
目
を
集
め
た
い
く
つ
か
の
事
件
が
、
そ
の
演
劇
性
に
注
目
し
て
考
察
さ
れ
て

い
る
。
『
迷
路
と
死
海
』
に
も
《
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
は
演
劇
的
で
あ
る
》
（
『
迷
路
』

p.139

）
と
い
う
一
節
は
登
場
す
る
が
、
演
劇
を
現
実
に
起
こ
っ
た
事
件
に
絡
め

て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
犯
罪
と
演
劇
を
並
列
さ
せ
る
視
点
は
、
市
街
劇

の
実
践
を
総
括
す
る
過
程
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

寺
山
が
犯
罪
・
事
件
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
連
続
ピ

ス
ト
ル
射
殺
魔
事
件
」
の
犯
人
・
永
山
則
夫
と
の
『
現
代
の
眼
』
誌
上
で
の
論
争

一
つ
を
と
っ
て
も
説
明
で
き

る
（1

5

）

。
評
論
集
『
死
者
の
書
』
（
土
曜
美
術
社
、
一
九

七
四
年
二
月
）
へ
収
録
さ
れ
た
「
犯
罪
の
政
治
学
」
で
は
、
「
山
岳
ベ
ー
ス
事
件
」

「
幸
町
特
定
郵
便
局
強
盗
未
遂
事
件
」
「
テ
ル
ア
ビ
ブ
空
港
乱
射
事
件
」
（
い
ず
れ

も
一
九
七
二
年
）
の
犯
人
に
つ
い
て
、
そ
の
犯
行
の
政
治
性
を
熱
心
に
論
じ
て
い

る
。
こ
う
し
た
事
実
を
念
頭
に
置
く
と
、
西
堂
・
三
枝
の
表
現
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の

域
を
超
え
て
核
心
的
な
指
摘
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
の
だ
。 

  
 
 

二 

〈
観
客
〉
の
所
在 

  

寺
山
は
犯
罪
と
演
劇
を
い
か
な
る
ロ
ジ
ッ
ク
で
接
続
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
臓
器
交
換
序
説
』
の
「
Ⅴ 

犯
罪
の
演
劇
化
」
の
冒
頭
を
引
用
す
る
。 

 
 

こ
の
と
こ
ろ
私
の
頭
を
去
ら
な
い
の
は
、
犯
罪
に
お
け
る
「
観
客
の
問

題
」
と
い
う
こ
と
だ
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
犯
罪
は
演
劇
で
も
シ
ョ
ー
で
も
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に

は
っ
き
り
と
し
た
形
で
「
観
客
」
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
犯
罪
に
お
け
る
「
観
客
」
が
問
題
に
な
り
得
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
現
在
の
犯
罪
の
構
造
そ
の
も
の
に
原
因
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

（
『
臓
器
交
換
序
説
』p

.
2
3
8

） 

  

こ
こ
で
寺
山
は
、
犯
罪
に
お
け
る
〈
観
客
〉
の
存
在
を
問
題
化
し
て
い
る
。 

 

寺
山
の
理
論
を
分
析
す
る
前
に
、
ま
ず
は
演
劇
に
お
け
る
〈
観
客
〉
の
役
割
を

確
認
し
て
お
く
。
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
の
『
な
に
も
な
い
空
間
』
（
一
九
六
八

年
）
に
あ
る
言
葉
、
《
ど
こ
で
も
い
い
、
な
に
も
な
い
空
間―

―

そ
れ
を
指
し
て
、

わ
た
し
は
裸
の
舞
台
と
呼
ぼ
う
。
ひ
と
り
の
人
間
が
こ
の
な
に
も
な
い
空
間
を
歩

い
て
横
切
る
、
も
う
一
人
の
人
間
が
そ
れ
を
見
つ
め
る―

―

演
劇
行
為
が
成
り
立

つ
た
め
に
は
、
こ
れ
だ
け
で
足
り
る
は
ず
だ

》
（1

6

）

は
、
演
劇
の
成
立
条
件
を
語
る

際
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
演
劇
に
お
い
て
、
〈
見
る
者
〉
は
〈
演
じ
る
者
〉

と
同
等
に
重
要
な
役
割
を
持
つ
。
〈
見
る
者
〉
は
見
る
こ
と
（
目
で
見
る
の
に
限

ら
な
い
）
で
演
技
に
応
え
、
〈
演
じ
る
者
〉
は
視
線
に
応
え
て
演
技
を
す
る
。
基

本
的
に
、
〈
見
る
者
〉
と
〈
演
じ
る
者
〉
は
別
の
人
物
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
犯
罪
に
お
け
る
〈
観
客
〉
の
定
義
を
見
て
ゆ
く
。 
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ジ
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
が
、
古
典
的
な
犯
罪
に
下
し
た
定
義
、
た
と

え
ば
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
い
わ
ゆ
る
始
原
集
団
に
、
「
暴
力
的
で
嫉
妬
ぶ
か
い
父

が
お
り
、
か
れ
ら
が
あ
ら
ゆ
る
女
を
自
分
の
も
の
に
し
て
、
成
人
し
た
息

子
た
ち
を
追
放
す
る
」
の
に
対
し
、
「
追
い
払
わ
れ
た
兄
弟
が
力
を
あ
わ
せ

て
父
親
を
打
ち
殺
し
て
食
っ
て
し
ま
い
、
父
親
集
団
に
ピ
リ
オ
ド
を
う
つ
」

と
い
う
分
類
を
当
て
は
め
る
に
は
、
今
日
の
社
会
が
あ
ま
り
に
も
複
合
的

に
な
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

（
中
略
） 

 

問
題
は
、
こ
う
し
た
神
話
的
な
父
親
と
息
子
と
の
対
立
葛
藤
か
ら
は
み

だ
す
、
父
親
も
息
子
も
演
じ
な
い
「
第
三
の
役
割
」
を
ど
う
把
え
る
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
父
親
と
息
子―

―

こ
の
悲
劇
的
な
制
約
は
、
対
立

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
三
者
と
い
う
疎
外
を
生
み
出
す
。
父
親
で
も
息
子

で
も
な
い
（
あ
る
い
は
、
そ
の
因
果
律
の
外
部
の
暗
闇
の
観
客
席
に
い
る

第
三
者
）―

―

す
な
わ
ち
、
安
全
地
帯
か
ら
、
考
古
学
的
に
犯
罪
を
叙
述

す
る
人
び
と
の
不
在
証
明
は
、
き
わ
め
て
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
。 

（
『
臓
器
交
換
序
説
』p.238-239
） 

  

「
父
親
」
に
追
放
さ
れ
た
「
息
子
た
ち
」
が
、
「
父
親
」
を
殺
し
て
食
べ
る
。

こ
の
犯
罪
行
為
を
演
劇
の
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
捉
え
る
な
ら
、
〈
演
じ
る
者
〉
は

「
父
親
」
と
「
息
子
た
ち
」
を
主
役
と
し
て
配
役
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
に
考
え
て
ゆ
く
と
、
確
か
に
〈
第
四
の
壁
〉
を
隔
て
て
〈
舞
台
〉
の
外
に
設
け

ら
れ
た
〈
観
客
席
〉
に
は
、
加
害
者
・
被
害
者
ど
ち
ら
の
役
割
も
背
負
わ
さ
れ
ず

に
（
小
道
具
と
し
て
劇
中
で
消
費
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
）
事
件
を
見
つ
め
る
《
第

三
者
》
＝
〈
観
客
〉
が
い
そ
う
で
あ
る
。
【
図
１
】 

 

寺
山
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
当
時
普
及
率
が
高
ま
っ
て
い
た
テ
レ
ビ
メ

デ
ィ
ア
で
あ
ろ
う
。
一
九
八
三
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
全
国
の
テ
レ
ビ
視
聴
者
三
千
人
を

対
象
に
と
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
テ
レ
ビ
放
送
開
始
後
三
十
年
間
で
視
聴
者
が

最
も
印
象
に
残
っ
た
テ
レ
ビ
番
組
は
一
位
「
あ
さ
ま
山
荘
事
件
」
（
一
九
七
二
年
）
、

二
位
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
（
一
九
八
〇―

八
一
年
）
、

三
位
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
（
一
九
六
四
年
）
、
四
・
五
位
は
と
も
に
テ
レ
ビ
ド

ラ
マ
で
「
お
は
な
は
ん
」
（
一
九
六
六
年
）
、
「
お
ん
な
太
閤
記
」
（
一
九
八
一
年
）

と
な
っ
て
い

る
（1

7

）

。
現
実
の
事
件
と
虚
構
の
ド
ラ
マ
が
、
テ
レ
ビ
と
い
う
〈
舞

台
〉
に
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、
等
質
な
〝
娯
楽
〟
と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
が
問
題

に
な
り
は
じ
め
た
時
代
で
あ
っ

た
（1

8

）

。 
 

銃
撃
戦
の
中
継
ニ
ュ
ー
ス
を
目
の
当
た
り
に
し
て
も
〈
観
客
〉
が
平
然
と
し
て

い
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
画
面
の
む
こ
う
の
出
来
事
だ
か
ら
で
あ
る
。
ガ
ラ
ス
製

の
堅
固
な
〈
第
四
の
壁
〉
が
〈
観
客
〉
を
透
明
に
し
、
茶
の
間
と
い
う
〈
観
客

席
〉
の
安
全
を
保
障
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
寺
山
は
そ
の
よ
う
な
〈
観
客
〉

の
《
不
在
証
明
》
は
《
き
わ
め
て
曖
昧
な
も
の
》
で
あ
る
と
断
じ
る
。 

 

だ
が
、
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
以
後
の
演
劇
が
、
「
舞
台
」
と
い
う
制

約
を
と
り
の
ぞ
き
、
観
客
席
に
ま
で
及
び
は
じ
め
た
よ
う
に
、
犯
罪
に
お

い
て
も
、
「
最
初
の
父
親
殺
し
」
の
古
典
的
叙
述
で
は
、
把
え
き
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
事
件
の
「
観
客
」
は
、
い
つ
の
ま
に
か
「
出
演
者
」
に

早
が
わ
り
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
り
す
る
の
だ
。 
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（
『
臓
器
交
換
序
説
』p

.
2
3
9

） 

  

ア
ル
ト
ー
は
『
演
劇
と
そ
の
形
而
上
学
』
（
一
九
三
八
年
）
に
お
い
て
、
《
わ
れ

わ
れ
は
舞
台
と
客
席
を
廃
止
し
て
、
如
何
な
る
種
類
の
境
も
区
切
り
も
な
い
単
一

の
場
所
を
こ
れ
に
か
え
る
。
（
中
略
）
観
客
と
上
演
と
の
間
に
観
客
と
俳
優
と
の

間
に
、
直
接
的
な
交
流
が
ふ
た
た
び
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る

》
（1

9

）

と
提
言
し
た
。
舞

台
と
観
客
席
の
線
引
き
を
廃
止
し
た
と
き
、
演
劇
空
間
に
は
観
客
と
出
演
者
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
再
生
す
る
と
い
う
の
が
ア
ル
ト
ー
の
主
張
で
あ
る
。
寺
山

は
こ
の
考
え
を
受
け
て
、
犯
罪
に
お
い
て
も
〈
舞
台
〉
が
〈
観
客
席
〉
を
侵
食
し

う
る
と
述
べ
る
。
【
図
２
】 
 

以
上
の
よ
う
に
演
劇
論
を
犯
罪
論
へ
導
入
し
た
の
ち
、
寺
山
は
〈
観
客
〉
の
所

在
に
よ
っ
て
演
劇
・
犯
罪
を
各
二
種
類
に
分
類
し
、
独
自
の
命
名
を
お
こ
な
う
。

【
図
２
】
の
よ
う
に
〈
第
四
の
壁
〉
が
壊
さ
れ
て
〈
観
客
〉
が
〈
舞
台
〉
に
あ
が

る
可
能
性
を
秘
め
た
演
劇
・
犯
罪
を
《
現
代
の
演
劇
》
・
《
現
在
の
犯
罪
》
、
【
図
１
】

の
よ
う
に
〈
第
四
の
壁
〉
が
強
固
に
保
持
さ
れ
て
〈
観
客
〉
が
〈
観
客
席
〉
に
固

定
さ
れ
る
演
劇
・
犯
罪
を
《
近
代
劇
》
・
《
古
典
的
な
犯
罪
》
と
呼
ん
で
い
る
。 

  
 

 

三 

演
出
さ
れ
た
無
差
別 

  

《
現
代
の
演
劇
》
と
い
う
語
句
は
、
『
迷
路
と
死
海
』
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
市
街
劇
の
意
図
を
語
る
文
脈
で
登
場
す
る
。 

 
 

も
と
も
と
、
私
の
市
街
劇
の
意
図
は
、
こ
う
し
た
聖
俗
分
離
に
対
す
る

疑
問
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
生
産
と
か
交
換
と
か
が
普
通
に
お
こ

な
わ
れ
る
俗
な
る
空
間
」
と
、
「
日
常
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
禁
域
、
神
話

的
体
系
に
支
配
さ
れ
た
聖
な
る
空
間
」
と
が
、
混
然
と
入
り
混
じ
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
場
で
演
劇
を
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
代
の
演
劇
の
至

難
さ
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

（
『
迷
路
と
死
海
』p.135

） 

図１ 《古典的な犯罪》のモデル 図２ 《現在の犯罪》のモデル 
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こ
こ
で
も
や
は
り
寺
山
は
《
現
代
の
演
劇
》
を
〈
第
四
の
壁
〉
を
解
体
し
た
演

劇
と
定
義
し
て
お
り
、
そ
の
要
請
に
応
え
る
た
め
に
市
街
劇
を
発
明
し
た
と
述
べ

て
い
る
。
《
現
代
の
演
劇
》
は
「
市
街
劇
」
の
換
言
と
捉
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
《
現
在
の
犯
罪
》
の
ほ
う
に
は
何
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
寺

山
は
《
現
在
の
犯
罪
》
の
最
た
る
例
と
し
て
「
毒
入
り
コ
ー
ラ
事
件

」
（2

0

）

を
挙
げ

て
い
る
。
公
衆
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
中
に
落
ち
て
い
た
コ
ー
ラ
を
拾
っ
て
飲
ん
だ
高

校
生
が
コ
ー
ラ
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
毒
に
よ
り
死
亡
し
た
こ
の
無
差
別
殺
人
事
件

は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
大
々
的
に
報
じ
ら
れ
、
模
倣
犯
ら
し
き
犯
行
も
続

い
た
。
例
に
漏
れ
ず
〈
観
客
〉
た
ち
は
テ
レ
ビ
を
通
し
て
こ
の
事
件
を
消
費
し
た

わ
け
で
あ
る
が
、
「
あ
さ
ま
山
荘
事
件
」
の
よ
う
に
〝
娯
楽
〟
化
し
き
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
「
毒
入
り
コ
ー
ラ
事
件
」
で
は
、
〈
観
客
〉
も
自
身

が
被
害
者
（
＝
〈
出
演
者
〉
）
に
な
る
可
能
性
を
生
々
し
く
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
「
毒
入
り
コ
ー
ラ
事
件
」
発
生
後
は
《
現
場
近
く
だ
け
で

な
く
、
北
品
川
地
区
一
帯
の
お
菓
子
屋
さ
ん
も
「
コ
ー
ラ
だ
け
で
な
く
、
び
ん
類

は
ど
れ
も
売
れ
な
く
な
っ
た
」
と
な
げ

》
（2
1

）

い
て
い
た
と
い
う
。 

 

飲
み
物
に
仕
込
ま
れ
た
毒
物
を
想
像
す
る
こ
と
で
〈
観
客
〉
の
日
常
は
異
化
さ

れ
る
。
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
に
は
、
〈
観
客
〉
は
〈
舞

台
〉
の
傍
観
者
で
は
い
ら
れ
な
い
。
《
こ
の
「
毒
入
り
コ
ー
ラ
事
件
」
の
あ
た
ら

し
さ
は
、
「
ど
こ
に
も
観
客
席
が
な
い
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
ど
こ
に
も

舞
台
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
》
（
『
臓
器
』p.251

）
と
寺
山
は
主
張
す
る
。 

 
 

少
な
く
と
も
、
連
鎖
的
に
犯
人
が
増
殖
し
て
ゆ
く
た
め
、
フ
ロ
イ
ト
の

指
名
す
る
と
こ
ろ
の
「
父
親
」
も
「
息
子
」
も
見
つ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
無
動
機
殺
人
で
は
、
孤
立
さ
せ
ら
れ
た
犯
人
の
内
面
の

神
話
な
ど
、
問
題
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

 

被
害
者
が
偶
然
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
抜
き

さ
し
な
ら
な
い
悲
劇
な
ど
、
介
在
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
「
近
代
」
劇
的
な

因
果
律
に
よ
っ
て
謎
解
き
す
る
こ
と
な
ど
、
ま
っ
た
く
馬
鹿
気
た
こ
と
な

の
だ
。 

（
『
臓
器
交
換
序
説
』p.250

） 
  

い
さ
さ
か
興
奮
気
味
に
語
ら
れ
る
「
毒
入
り
コ
ー
ラ
事
件
」
の
非
・
《
「
近
代
」

劇
》
的
な
性
格
を
読
み
解
い
て
ゆ
く
と
、
寺
山
が
《
現
在
の
犯
罪
》
の
本
質
を
そ

の
無
動
機
性
に
求
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
の
引
用
部
に
よ
れ
ば
、
こ
の
無

動
機
性
が
成
立
す
る
条
件
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
《
被
害
者
が
偶
然
に
よ
っ
て
選

ば
れ
る
》
と
い
う
犯
行
の
無
差
別
性
。
も
う
一
つ
は
《
連
鎖
的
に
犯
人
が
増
殖
し

て
ゆ
く
》
こ
と
に
よ
る
犯
人
の
不
特
定
性
で
あ
る
。 

 

無
差
別
性
と
不
特
定
性
が
《
無
動
機
》
性
を
生
み
出
す
。
逆
に
言
え
ば
、
被
害

者
を
限
定
し
、
犯
人
が
特
定
さ
れ
れ
ば
、
《
現
在
の
犯
罪
》
は
《
無
動
機
》
性
を

失
っ
て
《
古
典
的
な
犯
罪
》
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
寺
山
は
《
現
在
の
犯
罪
》
に
不
条
理
以
上
の
意
味
づ
け
を
試
み
る
こ
と
に

批
判
的
で
あ
る
。
「
毒
入
り
コ
ー
ラ
事
件
」
の
例
で
は
、
模
倣
犯
が
毒
入
り
の
飲

食
物
に
脅
迫
文
を
つ
け
加
え
た
り
、
警
察
に
捕
ま
っ
た
り
し
た
こ
と
が
、
《
本
来
、

無
動
機
無
差
別
だ
っ
た
青
酸
コ
ー
ラ
に
、
動
機
を
与
え
、
被
害
者
を
限
定
》
さ
せ

る
原
因
と
な
り
、
《
事
件
は
た
ち
ま
ち
、
近
代
劇
の
一
面
を
の
ぞ
か
せ
て
し
ま
っ

た
》
（
『
臓
器
』p.252

）
と
口
惜
し
ん
で
い
る
。 

 

『
臓
器
交
換
序
説
』
の
最
終
章
で
《
現
在
の
犯
罪
》
と
《
現
代
の
演
劇
》
が
並
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列
さ
れ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は―

―

さ
ら
に
は
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
お

い
て
天
井
桟
敷
の
活
動
が
《
呪
術
的
な
媒
介
作
用
を
通
し
て
、
「
社
会
転
覆
」
を

め
ざ
し
た
》
（
『
臓
器
』p.255

）
と
総
括
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は―

―

無
差

別
犯
罪
が
発
揮
す
る
よ
う
な
暴
力
的
で
不
可
逆
な
変
革
力
を
市
街
劇
も
持
つ
べ
き

だ
と
寺
山
が
考
え
て
い
た
と
理
解
す
る
根
拠
と
な
る
。
倫
理
の
問
題
は
い
ま
は
脇

に
置
く
。
と
い
う
の
も
、
「
毒
入
り
コ
ー
ラ
事
件
」
を
一
種
の
市
街
劇
と
し
て
読

み
直
す
こ
と
で
、
周
到
に
隠
蔽
さ
れ
た
寺
山
の
演
劇
論
の
空
白
を
暴
く
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
鍵
に
な
る
の
は
、
こ
の
〝
市
街
劇
〟
の
〝
演
出
〟
が
ど
の
よ

う
で
あ
っ
た
か
。
そ
し
て
、
〝
演
出
家
〟
は
誰
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
だ
。 

 

社
会
学
者
の
藤
竹
暁
は
、
「
毒
入
り
コ
ー
ラ
事
件
」
発
生
時
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ

ョ
ン
に
つ
い
て
、
毒
入
り
コ
ー
ラ
が
置
か
れ
た
公
衆
電
話
ボ
ッ
ク
ス
を
実
際
に
取

材
し
た
経
験
を
元
に
、
興
味
深
い
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
藤
竹
に
よ
る
と
、

犯
人
が
毒
を
入
れ
る
飲
料
物
と
し
て
コ
カ
・
コ
ー
ラ
を
選
ん
だ
こ
と
や
、
そ
れ
を

仕
掛
け
た
現
場
が
公
衆
電
話
ボ
ッ
ク
ス
内
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
、
昭
和
五
十
年
代

の
日
本
に
お
い
て
少
な
か
ら
ぬ
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
。 

 

ま
ず
、
コ
カ
・
コ
ー
ラ
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
藤
竹
は
、
コ
カ
・
コ
ー
ラ
が
日

本
で
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
年
が
一
九
六
一
年
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
翌
年

に
は
リ
ポ
ビ
タ
ン
Ｄ
に
代
表
さ
れ
る
ド
リ
ン
ク
剤
が
流
行
し
た
こ
と
に
注
目
し
た

上
で
、
コ
カ
・
コ
ー
ラ
が
《
日
本
人
が
ド
リ
ン
ク
剤
に
寄
せ
る
雰
囲
気
を
作
り
あ

げ
》
て
い
た
と
考
察
す

る
（2

2

）

。
コ
カ
・
コ
ー
ラ
は
ド
リ
ン
ク
剤
と
同
様
に
《
そ
れ

を
飲
む
こ
と
が
景
気
づ
け
、
き
っ
か
け
作
り
、
そ
し
て
気
分
転
換
の
役
割
を
果

た
》
し
て
お
り
、
《
現
代
人
に
た
い
し
て
、
手
に
と
っ
て
飲
も
う
と
い
う
気
持
を

お
こ
さ
せ
る
何
か
魔
力
の
よ
う
な
も
の
を
、
秘
め
て
い
る

》
（2

3

）

。 
 

次
に
、
公
衆
電
話
ボ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
見
る
。
「
毒
入
り
コ
ー
ラ
事
件
」
発
生

時
に
毒
入
り
コ
ー
ラ
が
発
見
さ
れ
た
場
所
は
三
箇
所
あ
り
、
二
つ
が
公
衆
電
話
ボ

ッ
ク
ス
内
、
一
つ
が
赤
電
話
台
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
赤
電
話
台
に
置
か
れ

た
コ
ー
ラ
は
利
用
者
の
手
に
取
ら
れ
た
も
の
の
飲
ま
れ
ず
、
ボ
ッ
ク
ス
内
に
置
か

れ
た
コ
ー
ラ
は
両
方
と
も
飲
ま
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
藤
竹
は
《
赤
電
話
と
公
衆

電
話
ボ
ッ
ク
ス
と
で
は
、
そ
れ
が
作
り
あ
げ
る
「
私
的
領
域
性
」
に
大
き
な
違
い

が
あ
る
》
と
述
べ
る
。
赤
電
話
の
利
用
者
が
《
街
頭
に
無
防
備
で
立
た
さ
れ
て
い

る
》
の
に
対
し
、
ボ
ッ
ク
ス
の
利
用
者
は
《
外
部
か
ら
の
他
人
の
侵
入
を
完
全
に

防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
》
。
公
衆
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
《
街
頭
に
用
意
さ
れ
た
個
室
と

い
う
性
格
》
が
、
事
件
発
生
の
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
（2

4

）

。 
 

以
上
の
考
察
は
遡
及
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
意
味
づ
け
で
あ
っ
て
、
寺
山
の
言
葉

を
借
り
れ
ば
《
「
近
代
」
劇
的
な
因
果
律
》
に
よ
る
《
謎
解
き
》
に
す
ぎ
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
藤
竹
の
指
摘
は
、
無
差
別
性
と
不
特
定
性
を
具
え
た
無

差
別
犯
罪
で
あ
っ
て
も
、
一
切
の
〝
演
出
〟
な
し
に
起
こ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い

と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
事
件
と
い
う
出
来
事
は
、
そ
れ
が
事
故
で
な
く

事
件
で
あ
る
以
上
、
畢
竟
企
図
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

「
毒
入
り
コ
ー
ラ
事
件
」
と
い
う
〝
市
街
劇
〟
を
〝
演
出
〟
の
面
に
注
目
し
て

読
み
解
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
不
条
理
で
あ
り
な
が
ら
わ
ず
か
に
意
味
の
痕
跡
を

有
し
て
い
る
。
コ
カ
・
コ
ー
ラ
を
〈
小
道
具
〉
と
し
、
公
衆
電
話
ボ
ッ
ク
ス
を
上

演
の
場
に
選
ん
だ
〝
演
出
〟
に
は
、
コ
カ
・
コ
ー
ラ
の
人
気
と
公
衆
電
話
ボ
ッ
ク

ス
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
を
使
っ
て
、
よ
り
偶
然
に
近
い
形
で
、
か
つ
確
実
に
被
害

を
生
も
う
と
す
る
作
意
が
滲
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
確
か
に
〝
演
出
家
〟
の
手
つ

き
が
あ
る
。
そ
の
手
つ
き
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
、
正
体
不
明
だ
っ
た
は
ず
の
〝
演

出
家
〟
の
輪
郭
が
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。 
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四 

演
出
家
と
い
う
空
白 

  

演
出
家
と
い
う
ポ
ス
ト
が
誕
生
し
た
の
は
十
九
世
紀
末
～
二
十
世
紀
初
頭
と
さ

れ
て
い
る
。
戯
曲
か
ら
意
味
を
読
み
取
り
、
舞
台
表
現
へ
落
と
し
込
む
専
門
の
職

掌
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
主
な
要
因
は
、
演
劇
人
口
の
増
加
と
観
客
層
の

多
様
化
、
そ
し
て
自
然
主
義
的
な
現
実
再
現
型
の
演
劇
の
台

頭
（2

5

）

で
あ
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
一
九
五
〇
年
代
前
後
に
登
場
し
た
不
条
理
劇
は
意
味
づ
け
を
拒
否

す
る
演
劇
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
不
条
理
劇
の
上
演
で
は
、
演
出
家
の
立
ち
位
置

は
微
妙
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
川
島
健
は
『
演
出
家
の
誕
生 

演

劇
の
近
代
と
そ
の
変
遷
』
に
お
い
て
、
不
条
理
劇
作
家
で
あ
る
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ

ケ
ッ
ト
の
例
を
挙
げ
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 
 

近
代
的
な
演
出
方
法
の
代
表
と
し
て
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
シ
ス
テ

ム
を
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
の
演
出
方
法
は
、
登
場
人
物
に
サ
ブ
テ
ク
ス
ト

を
与
え
、
テ
ク
ス
ト
外
の
情
報
を
与
え
る
こ
と
で
し
た
。
（
中
略
）
ベ
ケ
ッ

ト
は
そ
れ
に
逆
行
し
ま
す
。
背
景
と
サ
ブ
テ
ク
ス
ト
を
付
け
加
え
、
登
場

人
物
を
造
形
す
る
よ
う
な
演
出
方
法
を
拒
否
し
ま
す
。
彼
の
芝
居
の
登
場

人
物
は
薄
っ
ぺ
ら
な
ま
ま
で
す

。
（2

6

） 
  

不
条
理
劇
が
《
背
景
と
サ
ブ
テ
ク
ス
ト
を
付
け
加
え
、
登
場
人
物
を
造
形
す
る

よ
う
な
演
出
方
法
を
拒
否
》
す
る
と
登
場
人
物
が
《
薄
っ
ぺ
ら
》
に
な
る
と
い
う

事
態
は
、
無
差
別
・
不
特
定
性
に
よ
っ
て
無
動
機
な
犯
人
が
成
立
す
る
こ
と
に
通

じ
て
い
る
。
ま
た
、
演
出
が
《
登
場
人
物
に
サ
ブ
テ
ク
ス
ト
を
与
え
、
テ
ク
ス
ト

外
の
情
報
を
与
え
る
こ
と
》
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
《
動
機
を
与
え
、
読
解
可
能

に
す
る
こ
と
で
》
事
件
を
因
果
律
の
枠
組
み
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
似
て
い
る
。 

 

演
出
の
定
義
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
「
無
差
別
犯
罪
の
よ
う
な
完
全
に
無

動
機
で
不
条
理
な
演
劇
」
と
い
う
寺
山
の
目
指
し
た
究
極
の
《
現
代
の
演
劇
》
に

と
っ
て
、
演
出
と
い
う
行
為
は
食
い
合
わ
せ
が
悪
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
先

に
も
述
べ
た
と
お
り
、
演
出
に
は
必
ず
演
出
家
の
手
つ
き
が
残
り
、
意
味
づ
け
を

す
る
余
地
を
与
え
て
し
ま
う
か
ら
だ
。 
 

お
そ
ら
く
、
寺
山
は
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
冊
の
演

劇
論
集
に
は
、
演
出
家
の
役
割
へ
の
言
及
を
避
け
よ
う
と
し
た
痕
跡
が
あ
る
。 

 

『
迷
路
と
死
海
』
は
「
観
客
論
」
「
俳
優
論
」
「
劇
場
論
」
「
戯
曲
論
」
の
四
章

立
て
に
な
っ
て
い
る
。
「
俳
優
論
」
の
章
で
は
、
寺
山
が
俳
優
の
た
め
に
開
い
た

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
演
出
家
と
し
て
俳
優
を
訓
練

す
る
寺
山
の
演
出
意
図
が
語
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
《
俳
優
は
、
（
中
略
）
好
奇
心

と
想
像
力
を
動
員
し
、
演
出
を
お
こ
な
い
、
さ
ら
に
、
運
不
運
を
さ
え
頼
り
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》
（
『
迷
路
』p.97

）
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
演
出
す
る
主

体
に
俳
優
を
指
名
す
る
力
が
働
い
て
い
る
。 

 

な
る
ほ
ど
、
市
街
劇
の
上
演
で
は
、
劇
は
台
本
の
な
い
即
興
劇
と
し
て
演
じ
ら

れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
先
述
の
よ
う
な
形
で
演
出
を
担
当
し
た
者
は
お
ら
ず
、

劇
の
進
行
は
俳
優
の
意
志
に
任
さ
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
例
え
ば
「
ノ
ッ
ク
」

で
、
東
京
都
杉
並
区
を
舞
台
に
指
定
し
、
天
井
桟
敷
の
俳
優
た
ち
が
街
じ
ゅ
う
を

跋
扈
す
る
状
況
を
作
り
出
そ
う
と
画
策
し
た
の
は
間
違
い
な
く
寺
山
修
司
で
あ
る
。

寺
山
が
ど
れ
だ
け
《
『
ノ
ッ
ク
』
の
作
著マ

マ

で
も
、
演
出
家
で
も
な
か
っ
た
》
（
『
臓

器
』p.75
）
と
主
張
し
て
い
た
と
し
て
も
、
二
冊
の
演
劇
論
集
の
中
で
天
井
桟
敷

の
演
劇
作
品
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
寺
山
が
用
い
て
い
る
主
語
は
「
私
た
ち
は
」

よ
り
も
「
私
は
」
の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
い
。
《
私
は
演
出
家
は
「
展
示
す
る
人
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間
」
で
は
な
く
「
た
く
ら
む
人
間
」
だ
と
思
っ
て
い
る
》
（
『
迷
路
』p.50

）
と
い

う
寺
山
の
演
出
家
観
の
参
照
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
市
街
劇
は
寺
山
と
い
う
〝
犯

人
〟
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
た
〝
事
件
〟
な
の
で
あ
る
。 

 

『
臓
器
交
換
序
説
』
を
執
筆
す
る
時
期
に
至
っ
て
も
、
演
出
家
の
問
題
は
解
決

さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
同
書
に
収
録
さ
れ
た
紀
田
順
一
郎
と
笠
井
叡
と
の
対
談

「
呪
術
師
た
ち
の
逆
宇
宙
」
に
お
い
て
寺
山
は
笠
井
か
ら
、
室
内
劇
「
阿
片
戦
争
」

（
一
九
七
二
年
）
の
上
演
で
お
こ
な
っ
た
睡
眠
薬
（
ブ
ロ
バ
リ
ン
）
を
混
ぜ
た
ス

ー
プ
を
観
客
に
飲
ま
せ
る
と
い
う
演
出
の
件
で
次
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。 

 

笠
井―

―

し
か
し
そ
れ
は
、
寺
山
さ
ん
が
（
筆
者
註
：
観
客
へ
）
ブ
ロ
バ

リ
ン
を
渡
し
た
ら
も
う
駄
目
な
ん
で
す
。 

寺
山―

―

ブ
ロ
バ
リ
ン
と
し
て
渡
せ
ば
、
し
か
し
芝
居
の
中
の
食
堂
の
場

面
だ
か
ら
ね
。
（
中
略
）
ブ
ロ
バ
リ
ン
十
錠
お
飲
み
く
だ
さ
い
と
渡
し
て
は

い
け
な
い
ん
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

笠
井―

―

だ
が
、
そ
れ
を
目
論
ん
だ
の
は
寺
山
さ
ん
で
し
ょ
。 

寺
山―

―

そ
れ
は
そ
う
な
ん
だ
。
ぼ
く
は
仕
掛
け
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
あ
な
た
が
さ
き
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
（
中
略
）

「
手
の
痕
跡
」
、
個
人
の
痕
跡
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
俳
優
と
い
う
代
理
人

が
い
て
そ
う
い
う
も
の
を
目
論
む
と
い
う
の
は
本
来
的
な
意
味
で
は
ま
だ

駄
目
で
す
。 

（
『
臓
器
交
換
序
説
』p.232

） 
  

笠
井
の
批
判
は
、
演
出
家
・
寺
山
修
司
の
も
く
ろ
み
が
《
個
人
の
痕
跡
》
と
な

る
こ
と
が
、
劇
が
俳
優
対
観
客
間
の
現
実
の
経
験
と
し
て
立
ち
あ
が
る
妨
げ
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
寺
山
は
《
た
だ
、
そ
れ
は
過
渡
的
な
現
象
で

ね
》
（
『
臓
器
』p.232

）
と
弁
解
し
つ
つ
も
、
《
本
来
的
な
意
味
で
は
ま
だ
駄
目

で
す
》
と
批
判
を
認
め
て
い
る
。
演
出
家
の
特
権
性
が
残
り
、
俳
優
が
演
出
家
の

《
代
理
人
》
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
否
定
し
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

寺
山
の
演
劇
論
に
は
、
演
出
家
と
い
う
空
白
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て

《
現
代
の
演
劇
》
の
理
論
を
再
度
確
認
し
て
み
よ
う
。 

 

《
現
代
の
演
劇
》
に
お
い
て
、
舞
台
と
観
客
席
を
隔
て
る
〈
第
四
の
壁
〉
は
解

体
さ
れ
、
俳
優
と
観
客
は
等
し
く
劇
の
出
演
者
と
な
っ
て
〈
出
会
う
〉
。
な
ら
ば
、

そ
の
と
き
劇
の
演
出
家
は
ど
こ
へ
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
毒
入
り
コ
ー
ラ
を
仕
掛
け

た
犯
人
が
自
ら
そ
の
コ
ー
ラ
瓶
を
拾
っ
て
飲
む
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
《
現
代
の

演
劇
》
の
演
出
家
は
自
ら
が
目
論
ん
だ
劇
を
出
演
者
と
同
じ
新
鮮
さ
で
味
わ
う
こ

と
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
空
席
に
な
っ
た
観
客
席
に
腰
を
据
え
、
出
演
者
の

起
こ
す
ハ
プ
ニ
ン
グ
を
劇
の
異
化
作
用
の
外
側
か
ら
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
観

図３ 《現代の演劇》のモデル 

− 128 −− 129 −

市街劇の犯罪性



 

 
 

客
席
と
い
う
《
安
全
地
帯
》
は
、
観
客
に
と
っ
て
は
失
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

演
出
家
に
と
っ
て
は
存
在
し
つ
づ
け
て
い
る
の
だ
。
【
図
３
】 

 

し
か
も
、
寺
山
が
企
画
し
た
《
現
代
の
演
劇
》
、
つ
ま
り
市
街
劇
で
は
、
劇
を

上
演
し
た
の
が
天
井
桟
敷
で
あ
り
、
首
謀
者
が
寺
山
修
司
で
あ
っ
た
こ
と
が
最
終

的
に
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
寺
山
は
自
ら
〝
犯
人
〟
を
名

の
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
差
別
な
犯
行
と
不
特
定
な
犯
人
と
い
う
条
件
が
そ
ろ

っ
た
と
き
に
《
現
在
の
犯
罪
》
が
成
立
す
る
の
な
ら
、
《
「
だ
れ
が
？
」
も
「
な

ぜ
？
」
も
、
「
ど
う
や
っ
て
？
」
も
》
（
『
臓
器
』p.251

）
白
日
の
下
に
晒
さ
れ

た
市
街
劇
は
、
《
現
在
の
犯
罪
》
的
で
は
も
は
や
あ
り
え
な
い
。 

  
 
 

ま
と
め 

  

本
稿
で
は
、
寺
山
の
市
街
劇
の
取
り
組
み
を
理
念
の
側
か
ら
検
証
し
た
。 

 

寺
山
は
、
「
毒
入
り
コ
ー
ラ
事
件
」
が
発
生
し
た
こ
と
で
自
身
の
市
街
劇
の
理

念
が
裏
づ
け
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
、
「
Ⅴ 

犯
罪
の
演
劇
化
」
を
執
筆
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
演
劇
論
に
犯
罪
論
を
導
入
し
た
こ
と
で
、
隠
蔽
さ
れ

て
い
た
演
出
家
の
空
白
は
か
え
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

市
街
劇
の
最
大
の
犯
罪
性
は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
の
骨
折
を
抱
え
な
が
ら
も
実

践
の
上
で
は
実
験
演
劇
と
し
て
成
功
を
収
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
演
劇
が
戯
曲

か
ら
上
演
へ
と
立
ち
あ
が
る
際
に
変
貌
す
る
の
と
同
様
に
、
市
街
劇
も
理
論
か
ら

実
践
に
移
る
際
に
何
ら
か
の
説
得
力
を
勝
ち
得
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
演
出
家
に

よ
っ
て
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
が
な
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
生
身
の
俳
優
が
劇
場
の
外

で
市
民
と
〈
出
会
〉
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
言
葉
で
解
説
す
る
の
よ
り
も
は
る
か

に
雄
弁
に
〈
第
四
の
壁
〉
の
瓦
解
を
物
語
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

あ
る
い
は
、
市
街
劇
は
演
出
家
・
寺
山
修
司
が
没
し
て
不
在
と
な
っ
た
の
ち
に

こ
そ
真
に
理
想
的
な
《
現
代
の
演
劇
》
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

寺
山
の
没
後
、
元
・
天
井
桟
敷
関
係
者
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
た
市
街
劇
は
「
人

力
飛
行
機
ソ
ロ
モ
ン
」
青
森
篇
（
一
九
九
八
年
十
一
月
一
日
）
、
「
人
力
飛
行
機
ソ

ロ
モ
ン
」
松
山
篇
（
二
〇
〇
八
年
十
一
月
二
十
四
日
）
、
幻
想
市
街
劇
「
田
園
に

死
す 

三
沢
篇
」
（
二
〇
一
七
年
八
月
六
日
）
の
三
度
を
数
え
る
。
ほ
か
に
も
、

カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン

ジ
（2

7

）

に
よ
る
連
作
市
街
劇
「
怒
り
の
日
」
（
二
〇
一
五
年
九
月
十

九
日
～
十
月
四
日
）
、
「
地
獄
の
門
」
（
二
〇
一
六
年
九
月
十
七
日
～
十
月
十
日
）

「
百
五
〇
年
の
孤
独
」
（
二
〇
一
七
年
十
二
月
二
十
八
日
～
二
〇
一
八
年
一
月
二

十
八
日
）
な
ど
も
あ
る
。
こ
う
し
た
再
演
や
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
作
品
が
、
発
明

者
で
あ
る
寺
山
の
思
惑
を
逸
し
て
新
味
を
獲
得
し
て
い
る
可
能
性
は
充
分
あ
る
。 

 

他
方
、
「
人
力
飛
行
機
ソ
ロ
モ
ン 

青
森
篇
」
を
観
劇
し
た
扇
田
昭
彦
は
、
《
そ

こ
で
観
た
の
は
、
県
と
市
、
警
察
が
協
力
す
る
平
穏
で
祝
祭
的
な
、
楽
し
め
る

「
市
街
劇
」
》
で
あ
り
、
《
か
つ
て
の
不
穏
な
「
市
街
劇
」
に
興
奮
し
た
も
の
と
し

て
は
、
ち
ょ
っ
と
拍
子
抜
け
が
し
た
の
も
事
実
で
あ
る

》
（2

8

）

と
評
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
意
見
を
鑑
み
る
と
、
再
演
や
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
作
品
は
寺
山
が
不
在

で
あ
る
が
ゆ
え
の
別
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。 

 

市
街
劇
が
そ
の
画
期
性
を
失
わ
ず
、
無
動
機
に
、
無
作
為
に
、
ま
る
で
事
故
の

よ
う
に
上
演
さ
れ
る
こ
と
は
果
た
し
て
あ
り
え
る
の
か
。
続
稿
の
課
題
と
し
た
い
。 

  

注 （
１
）
西
堂
行
人
『
日
本
演
劇
思
想
史
講
義
』
論
創
社
、
二
〇
二
〇
年
四
月
、p.174 

（
２
）
註
１
に
同
じ
。p.160 
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）

（
28
）



 

 
 

（
３
）
九
項
目
は
、
①
劇
構
造
、
戯
曲
の
構
造
の
変
化
／
②
「
演
技
す
る
身
体
と
演
技
の

変
化
／
③
劇
場
空
間
の
変
化
／
④
笑
い
の
増
進
／
⑤
音
楽
の
導
入
／
⑥
伝
統
演
劇

と
の
接
点
の
変
化
／
⑦
理
論
化
の
作
業
／
⑧
演
劇
運
動
／
⑨
海
外
公
演
の
増
加
で

あ
る
。
（
扇
田
昭
彦
「
六
〇
年
代
演
劇
の
軌
跡
と
影
響
」
（
岡
室
美
奈
子
・
梅
山
い

つ
き
編
『
六
〇
年
代
演
劇
再
考
』
水
声
社
、
二
〇
一
二
年
三
月
）p.188-193

） 

（
４
）
松
本
俊
夫
「
寺
山
修
司
論 

越
境
と
生
成
の
世
界
」
（
『
別
冊
新
評 

寺
山
修
司
の

世
界
』
新
評
社
、
一
九
八
〇
年
春
号
）p.82 

（
５
）
構
成
：
寺
山
修
司
／
脚
本
：
岸
田
理
生
／
演
出
：
幻
一
馬
／
音
楽
：
Ｊ
・
Ａ
・
シ

ー
ザ
ー
、
小
杉
武
久
／
美
術
：
高
見
沢
文
雄
、
山
中
信
夫
ほ
か
。
一
九
七
五
年
四

月
十
九
日
午
後
三
時
か
ら
翌
日
の
二
十
日
午
後
九
時
に
か
け
て
、
東
京
都
杉
並
区

一
帯
で
同
時
多
発
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
参
加
者
が
配
布
さ
れ
た
地
図
に
し
た
が

っ
て
町
を
歩
き
回
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
行
わ
れ
て
い
る
場
所
を
見
て
ま
わ
る
と
い

う
上
演
形
態
を
と
っ
た
。 

（
６
）
「
市
街
劇
「
ノ
ッ
ク
」
は
ど
の
よ
う
な
劇
で
あ
る
か 

地
平
線
観
測
教
程
」
（
機
関

紙
「
演
劇
実
験
室
○
天
井
桟
敷
」
十
六
号
、
一
九
七
五
年
三
月
二
十
六
日
、
二
面
） 

（
７
）
「
ト
ン
ト
ン
、
開
け
て
み
れ
ば
包
帯
男 

市
街
劇
「
ノ
ッ
ク
」
お
キ
ュ
ウ
「
天
井
桟

敷
」
」
朝
日
新
聞
、
一
九
七
五
年
四
月
二
十
日
朝
刊
、
十
九
面 

（
８
）
註
１
に
同
じ
。p.227 

（
９
）
三
枝
泰
之
「
『
寺
山
修
司
』
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
演
劇
」
（
『
寺
山
修
司
研
究
１
』
国
際
寺

山
修
司
学
会
、
二
〇
〇
六
年
七
月
）p.174 

（
10
）
萩
原
朔
美
は
、
市
街
劇
の
着
想
に
は
、
寺
山
が
海
外
公
演
時
に
数
々
の
実
験
演
劇

に
ふ
れ
た
こ
と
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
（
『
思
い
出
の
な
か
の
寺
山
修

司
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
十
二
月
）
。
ま
た
、
市
街
劇
作
品
の
原
点
は
、
九
條

今
日
子
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
時
代
は
サ
ー
カ
ス
の
象
に
乗
っ
て
」
（
一
九
七
〇

年
）
に
見
出
せ
る
（
『
回
想
・
寺
山
修
司 

百
年
た
っ
た
ら
帰
っ
て
お
い
で
』
角
川

書
店
、
二
〇
一
三
年
四
月 

※
文
庫
版
（
単
行
本
：
デ
ー
リ
ー
東
北
新
聞
社
、
二
〇

〇
五
年
十
月
）
）
。 

（
11
）
守
安
敏
久
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
土
方
巽
・
大
野
一
雄
・

大
野
慶
人
の
ダ
ン
ス
・
ハ
プ
ニ
ン
グ
や
、
ハ
イ
レ
ッ
ド
・
セ
ン
タ
ー
の
「
直
接
行

動
」
、
ゼ
ロ
次
元
の
集
団
「
儀
式
」
な
ど
の
街
頭
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
の
関
連
の
中

で
市
街
劇
を
論
じ
、
市
街
劇
を
「
ド
ラ
マ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
（
ド
キ
ュ
ラ
マ
）
」

の
延
長
と
し
て
位
置
づ
け
た
（
守
安
敏
久
「
寺
山
修
司
の
「
ド
キ
ュ
ラ
マ
」―

―

テ
レ
ビ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
か
ら
市
街
劇
へ
」
二
〇
二
一
年
度
日
本
近
代
文
学

会
秋
季
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
二
〇
二
一
年
十
月
二
十
四
日
、
於
・
オ
ン
ラ
イ
ン
）
。 

（
12
）
久
保
陽
子
「
寺
山
修
司
の
実
験
演
劇
の
試
み―

―

現
代
前
衛
芸
術
と
の
影
響
関
係

を
視
座
と
し
て―

―

」
（
『
国
文
』
二
〇
〇
八
年
七
月
） 

（
13
）
大
塚
直
「
ア
ン
グ
ラ
演
劇
の
世
界
的
位
相―

―

寺
山
修
司
の
ド
イ
ツ
体
験
と
「
市

街
劇
」
成
立
を
め
ぐ
っ
て―

―

」
（
『
演
劇
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ 

日
本×

ド
イ
ツ
』

早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
〇
年
三
月
） 

（
14
）
高
取
英
の
分
類
は
「
解
説 

ア
ル
ト
ー
の
末
裔
あ
る
い
は
カ
フ
カ
の
毒
虫
」
（
寺
山

修
司
『
臓
器
交
換
序
説
』
フ
ァ
ラ
オ
企
画
、
一
九
九
二
年
一
月
、p.257-258

）
に

よ
る
。
ち
な
み
に
、
第
一
期
は
《
〈
見
世
物
の
復
権
〉
を
唱
え
た
旗
揚
げ
の
頃
》
、

第
二
期
は
《
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
ド
ラ
マ
の
結
合
を
〈
ド
キ
ュ
ラ
マ
〉
と
唱
し
た
作

品
の
頃
》
と
さ
れ
て
い
る
。
高
取
の
分
類
に
は
具
体
的
な
年
代
の
指
示
が
な
い
が
、

挙
げ
ら
れ
て
い
る
各
期
の
代
表
的
な
作
品
の
上
演
年
か
ら
、
第
一
期
：
一
九
六
七

～
六
八
年
頃
／
第
二
期
：
一
九
六
八
～
七
〇
年
頃
／
第
三
期
：
一
九
七
〇
～
七
七

年
頃
／
第
四
期
：
一
九
七
七
～
八
三
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
15
）
寺
山
は
『
現
代
の
眼
』
に
掲
載
中
だ
っ
た
コ
ラ
ム
「
さ
ら
ば
、
津
軽
」
の
第
二
回
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（
一
九
七
六
年
十
二
月
号
）
に
お
い
て
、
一
九
六
八
年
十
月
十
一
日
～
十
一
月
五

日
に
永
山
則
夫
（
事
件
発
生
当
時
十
九
歳
）
が
起
こ
し
た
「
連
続
ピ
ス
ト
ル
射
殺

魔
事
件
」
に
言
及
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
記
述
に
誤
謬
が
あ
る
と
し
て
永
山
本
人

が
寺
山
を
厳
し
く
批
判
。
寺
山
は
弁
明
を
お
こ
な
っ
た
。
「
さ
ら
ば
、
津
軽
」
は
、

第
二
回
で
連
載
打
ち
切
り
と
な
っ
た
。 

（
16
）
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
（
高
橋
康
也
・
喜
志
哲
雄
訳
）
『
な
に
も
な
い
空
間
』
晶
文

社
、
一
九
七
一
年
十
月
、p.7 

（
17
）
「
あ
な
た
に
と
っ
て
テ
レ
ビ
と
は
？ 

不
満
は
あ
る
が
否
定
で
き
な
い
影
響
力
」
読

売
新
聞
、
一
九
八
三
年
一
月
八
日
夕
刊
、
六
面 

（
18
）
寺
山
も
『
死
者
の
書
』
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
四
年
六
月 

※
文
庫
版
（
単
行

本
：
土
曜
美
術
社
、
一
九
七
四
年
二
月
）
）
に
お
い
て
、
《
あ
の
灰
色
の
ブ
ラ
ウ
ン

管
の
中
に
長
時
間
う
つ
し
出
さ
れ
て
い
る
あ
さ
ま
山
荘
の
銃
撃
戦
は
、
一
匙
の
コ

ー
ヒ
ー
の
友
と
し
て
観
る
も
の
に
は
「
た
だ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
」
に
す
ぎ
な
か
っ

た
》
（p.11

）
と
、
現
実
の
事
件
す
ら
消
費
す
る
〈
観
客
〉
を
揶
揄
し
て
い
る
。 

（
19
）
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
（
安
堂
信
也
訳
）
『
演
劇
と
そ
の
形
而
上
学
』
一
九
六
五

年
十
月
、p.163 

（
20
）
「
毒
入
り
コ
ー
ラ
事
件
」
は
、
一
九
七
七
年
一
月
三
日
に
東
京
都
港
区
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