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日
本
の
公
園
は
物
理
的
な
都
市
計
画
施
設
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
公
園
自
体
の
歴
史
や
公
園
に
刻
ま
れ
た
都
市
と
市

民
の
記
憶
と
い
っ
た
側
面
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し

か
し
世
界
に
目
を
転
じ
る
と
公
園
が
都
市
と
市
民
の
歴
史
を
語
り
伝

え
る
顔
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
と
く
に
都
市
自
治

の
伝
統
を
も
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
公
園
自
体
の
成
り
立
ち
と
そ
こ

を
舞
台
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
市
民
の
営
み
の
記
憶
が
各
都
市
に

欠
か
せ
な
い
文
化
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

ま
た
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
反
ナ
チ
ス
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
闘
争
が
展

開
さ
れ
た
諸
国
で
は
、
公
園
の
名
称
に
闘
争
の
中
で
倒
れ
た
レ
ジ
ス

視
点

一
は
じ
め
に
ｌ
公
園
と
歴
史
意
識

た
か
が
公
園
、
さ
れ
ど
公
園

１
束
ア
ジ
ア
に
お
け
る
公
園
か
ら
の
問
題
提
起
Ｉ

東
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
国
に
お
い
て
も
同
様
の
作
用
が
欧
米
と
は
異

な
っ
た
特
色
を
も
ち
つ
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
展
開
し
た
。
そ
こ
で
は

欧
米
お
よ
び
日
本
に
よ
る
植
民
地
化
と
そ
の
危
機
の
下
で
の
自
生
的

の
課
題
に
挑
ん
で
生
き
て
き
た
人
び
と
の
記
憶
を
公
園
と
い
う
形
で

継
承
し
よ
う
と
自
覚
す
る
時
、
そ
の
公
園
に
は
確
か
に
歴
史
意
識
が

刻
ま
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
を
「
歴
史
意
識
の
空
間
化
」
と
呼
ぶ
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ダ
ン
ス
闘
士
の
名
を
付
け
て
そ
の
闘
い
を
後
世
に
伝
え
て
い
る
と
こ

ろ
も
み
ら
れ
る
。

社
会
が
く
ぐ
り
ぬ
け
て
き
た
正
負
の
経
験
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

二
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
公
園
の
歴
史
意
識

ｌ
「
歴
史
を
鑑
と
す
る
」
公
園
Ｉ
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美
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７５たかが公園、されど公園

韓
国
に
お
け
る
自
生
的
な
公
園
創
出
は
、
李
朝
末
期
の
朝
鮮
に
お

け
る
主
権
の
確
保
と
自
主
的
近
代
化
を
め
ざ
し
た
結
社
で
あ
る
独
立

協
会
二
八
九
六
～
九
八
年
）
が
広
く
国
民
に
呼
び
か
け
て
建
設
に

着
手
し
た
「
独
立
公
園
」
を
発
端
と
す
る
。
独
立
協
会
は
新
聞
の
創

刊
や
「
万
民
共
同
会
」
と
い
う
市
民
の
街
頭
討
論
集
会
を
組
織
し
、

公
論
形
成
と
公
園
創
出
を
合
わ
せ
て
追
求
し
た
の
で
あ
る
。
協
会
は

中
国
で
の
最
初
の
近
代
公
園
は
一
八
六
八
年
に
上
海
の
租
界
に
造

ら
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
長
期
に
わ
た
り
中
国
人
は
排
除
さ
れ
て
き
た

た
め
、
そ
れ
が
本
来
の
公
園
に
な
る
に
は
長
い
時
間
を
要
し
た
。
そ

れ
に
対
し
て
、
中
国
社
会
の
内
部
か
ら
広
範
に
公
園
を
生
み
出
す
契

機
と
な
っ
た
の
は
辛
亥
革
命
二
九
一
一
年
）
で
あ
り
、
そ
れ
以
降

北
京
の
皇
家
庭
園
と
天
壇
を
は
じ
め
と
す
る
皇
帝
の
祭
祀
の
場
や
各

地
の
大
庭
園
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
公
園
と
し
て
民
衆
に
開
放
さ
れ
て
い
っ

た
。
そ
の
後
の
中
国
革
命
の
進
展
は
革
命
の
諸
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
含

む
新
た
な
公
園
を
創
り
出
し
て
き
た
。
ま
た
今
日
で
は
現
代
的
都
市

計
画
の
下
で
の
公
園
緑
地
建
設
と
同
時
に
、
第
二
次
阿
片
戦
争
で
略

奪
・
破
壊
さ
れ
た
清
朝
期
の
離
宮
円
明
園
を
そ
の
ま
ま
の
姿
で
公
園

化
す
る
な
ど
、
中
国
が
近
代
に
被
っ
た
侵
略
と
破
壊
（
救
亡
）
の
歴

史
を
伝
え
る
教
育
の
場
と
し
て
も
整
備
さ
れ
て
い
る
。

近
代
化
を
め
ぐ
る
格
闘
の
中
か
ら
公
園
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
り
、
空
間
化
さ
れ
た
歴
史
意
識
も
よ
り
シ
ャ
ー
プ
な
も
の
と
な
っ

た
。

も
ち
ろ
ん
「
歴
史
意
識
の
空
間
化
」
と
い
う
時
、
そ
の
歴
史
意
識

の
中
身
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
そ
の
歴

中
書
）
識
は
他
者
に
対
し
て
も
自
ら
に
対
し
て
も
普
遍
性
を
も
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
し
た
中
で
、
今
、
東
ア
ジ
ア
の
一
部
の
公
園
に
見
ら
れ
る
新

た
な
動
向
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
は
、
韓
国
と
台
湾
に
お
い
て
八

保
守
化
し
た
政
府
に
弾
圧
さ
れ
、
独
立
公
園
も
消
滅
し
た
が
、
続
い

て
政
府
が
建
設
し
た
パ
ゴ
ダ
公
園
（
現
タ
プ
コ
ル
公
園
）
が
後
に

三
・
一
独
立
運
動
の
発
火
点
と
な
っ
た
。
日
本
は
朝
鮮
の
植
民
地
化

に
あ
た
っ
て
元
の
独
立
公
園
の
場
所
に
植
民
地
支
配
に
抵
抗
す
る
人

び
と
を
収
監
し
弾
圧
す
る
刑
務
所
を
建
設
し
、
独
立
に
対
極
す
る
場

と
し
て
し
ま
っ
た
。
韓
国
光
復
後
も
拘
置
所
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

た
が
、
今
日
で
は
拘
置
所
は
移
転
さ
れ
、
ち
ょ
う
ど
独
立
協
会
解
散

か
ら
百
年
後
の
一
九
九
八
年
に
、
元
の
獄
舎
を
日
本
の
植
民
地
支
配

を
告
発
す
る
「
西
大
門
刑
務
所
歴
史
館
」
と
し
て
整
備
し
、
そ
の
周

囲
に
い
わ
ば
二
代
目
の
「
西
大
門
独
立
公
園
」
を
造
成
し
た
。

こ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
動
向
を
見
る
と
「
歴
史
を
鑑
と
す
る
」

と
い
う
言
葉
が
公
園
づ
く
り
に
お
い
て
も
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

三
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
公
園
の
新
た
な
現
代
性

Ｉ
「
民
主
化
の
証
」
と
し
て
の
公
園
Ｉ
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○
年
代
後
半
以
降
の
民
主
化
の
前
進
の
も
と
で
進
め
ら
れ
て
き
た
自

ら
の
社
会
内
部
の
抑
圧
的
な
過
去
の
克
服
、
具
体
的
に
は
戦
後
冷
戦

体
制
下
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
国
家
暴
力
に
対
す
る
真
相
究
明
、

被
害
者
の
名
誉
回
復
と
補
償
、
加
害
者
の
責
任
追
求
、
事
実
の
記
念

と
継
承
、
そ
れ
ら
を
前
提
と
し
た
和
解
・
和
合
を
め
ざ
す
取
り
組
み

の
な
か
で
、
新
た
な
意
味
を
も
っ
た
公
園
が
生
み
出
さ
れ
つ
つ
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
を
見
て
み
る
。

「
五
・
一
八
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
一
九
八
○
年
に
起
き
た

光
州
事
件
（
光
州
民
衆
抗
争
）
の
こ
と
で
あ
る
。
非
常
戒
厳
令
に
反

対
す
る
光
州
の
学
生
・
市
民
に
対
す
る
特
殊
部
隊
と
戒
厳
軍
に
よ
る

武
力
鎮
圧
に
よ
っ
て
多
数
の
犠
牲
者
を
出
し
た
光
州
事
件
は
八
○
年

代
韓
国
の
反
独
裁
民
主
化
運
動
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
、
八
七
年
の

「
民
主
化
宣
言
」
を
経
て
八
八
年
に
は
国
会
に
真
相
究
明
の
た
め
の

特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
政
府
も
そ
の
評
価
を
「
暴
動
」
か
ら

「
民
主
化
運
動
」
へ
と
改
め
た
。
そ
し
て
九
○
年
に
「
光
州
民
主
化

運
動
関
連
者
補
償
な
ど
に
関
す
る
法
律
」
、
九
五
年
に
は
「
五
・
一

八
民
主
化
運
動
等
に
関
す
る
特
別
法
」
（
賠
償
、
公
訴
時
効
停
止
、

記
念
事
業
な
ど
を
定
め
る
Ｉ
こ
れ
に
よ
り
全
斗
煥
・
慮
泰
愚
両
大
統

領
経
験
者
ら
に
対
す
る
刑
法
内
乱
罪
の
遡
及
適
用
が
可
能
と
な
っ

１
光
州
「
五
・
’
八
記
念
公
園
」
お
よ
び

「
五
・
一
八
自
由
公
園
」

た
）
が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
基
づ
く
具
体
的
な
手
だ
て
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
九
七
年
に
は
五
月
一
八
日
が
国
家
記
念
日
に
指
定

さ
れ
、
「
光
州
精
神
の
継
承
」
が
広
く
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
て
き
た
。

そ
う
し
た
中
で
最
初
に
象
徴
的
な
空
間
と
な
っ
た
の
は
事
件
の
犠

牲
者
が
眠
る
光
州
市
東
郊
の
望
月
洞
墓
地
で
、
今
日
で
は
再
整
備
の

上
「
聖
域
化
」
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
新
た
な
象
徴

が
市
の
西
郊
に
造
ら
れ
た
「
五
・
一
八
記
念
公
園
」
（
九
八
年
開
設
）

と
「
同
自
由
公
園
」
（
九
九
年
開
設
）
で
あ
る
。
「
記
念
公
園
」
で
は
、

市
街
を
遠
望
す
る
丘
の
中
腹
に
自
由
を
求
め
て
立
ち
上
が
っ
た
市
民

の
姿
の
彫
像
を
す
え
、
地
下
に
は
平
和
的
な
集
会
を
軍
靴
と
キ
ャ
タ

ピ
ラ
が
踏
み
に
じ
っ
た
こ
と
を
示
す
レ
リ
ー
フ
と
犠
牲
者
の
氏
名
を

刻
ん
だ
プ
レ
ー
ト
お
よ
び
慰
霊
の
た
め
の
母
子
像
が
安
置
さ
れ
て
い

る
。モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
性
を
基
調
と
し
た
「
記
念
公
園
」
に
対
し
「
自
由

公
園
」
は
元
戒
厳
軍
の
基
地
跡
と
い
う
よ
り
現
場
的
な
場
で
あ
る
。

事
件
の
資
料
館
に
加
え
て
、
事
件
の
際
に
連
行
し
た
市
民
を
収
監
し

た
営
倉
や
軍
法
裁
判
の
法
廷
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
見
学
で
き
る
よ
う

に
し
て
い
る
。
筆
者
が
二
○
○
○
年
春
に
訪
問
し
た
時
も
地
元
の
小

学
生
が
遠
足
で
訪
れ
て
来
て
お
り
、
生
き
た
人
権
教
育
の
場
と
な
っ

て
い
た
。
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光
州
事
件
が
冷
戦
末
期
に
起
こ
り
民
主
化
へ
と
直
結
し
て
い
っ
た

の
に
対
し
、
冷
戦
体
制
の
確
立
と
朝
鮮
半
島
の
南
北
分
断
が
決
定
づ

け
ら
れ
る
中
で
の
一
九
四
八
年
か
ら
は
じ
ま
っ
た
悲
劇
が
済
川
島

四
・
三
事
件
だ
っ
た
。
南
朝
鮮
単
独
選
挙
に
反
対
す
る
蜂
起
へ
の
軍

事
討
伐
に
端
を
発
す
る
虐
殺
に
よ
り
数
万
人
も
の
犠
牲
者
を
出
し
た

事
件
自
体
の
凄
惨
さ
と
、
そ
の
後
の
強
権
的
体
制
下
に
お
け
る
タ
ブ

ー
視
の
た
め
、
地
域
社
会
は
も
と
よ
り
歴
史
的
に
関
係
が
深
い
在
日

社
会
に
も
大
き
な
傷
痕
を
刻
ん
で
き
た
。

「
四
・
三
」
が
公
然
と
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
八
七
年

以
降
で
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
や
民
間
研
究
機
関
に
よ
る
証
言
採
録
に
続

い
て
済
州
道
議
会
で
の
特
別
委
員
会
設
置
（
九
三
年
）
と
道
当
局
の

積
極
的
な
取
り
組
み
を
経
て
国
政
の
課
題
と
さ
れ
、
九
九
年
に
「
済

州
島
四
・
三
事
件
真
相
糾
明
及
び
名
誉
回
復
に
関
す
る
特
別
法
」
が

制
定
さ
れ
た
。

そ
の
第
一
条
（
目
的
）
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
法
は
済
州
四
・
三
事
件
の
真
相
を
糾
明
し
、
こ
の
事
件

と
関
連
し
た
犠
牲
者
と
そ
の
遺
族
た
ち
の
名
誉
を
回
復
さ
せ
る

こ
と
を
も
っ
て
人
権
伸
張
と
民
主
発
展
及
び
国
民
和
合
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

そ
し
て
第
八
条
（
慰
霊
事
業
）
で
、

２
済
州
島
「
四
・
三
慰
霊
公
園
」

台
北
の
都
心
部
に
位
置
す
る
「
二
二
八
和
平
公
園
」
は
、
日
本
の

植
民
地
時
代
の
一
八
九
九
年
に
開
設
さ
れ
た
「
台
北
新
公
園
」
を
一

九
九
六
年
に
改
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
植
民
地
時
代
も
国
民
党
統
治

下
で
も
同
じ
名
称
だ
っ
た
公
園
が
こ
の
時
期
に
名
称
変
更
さ
れ
た
意

味
は
大
き
い
。

一
九
四
七
年
に
国
民
党
当
局
と
台
湾
住
民
と
の
間
の
衝
突
か
ら
軍

に
よ
る
大
規
模
な
住
民
虐
殺
に
至
り
戦
後
台
湾
の
社
会
に
決
定
的
な

ダ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
し
た
二
・
二
八
事
件
も
、
長
期
に
わ
た
る
戒
厳

令
下
で
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
き
た
。
八
七
年
の
戒
厳
令
解
除
前
後
か
ら

よ
う
や
く
公
然
と
犠
牲
者
の
追
悼
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
九
二
年

に
は
台
湾
行
政
院
か
ら
調
査
報
告
が
出
さ
れ
、
九
五
年
に
李
登
輝
総

礼
等
の
便
宜
を
図
る
た
め
に
次
の
各
号
の
事
業
施
行
に
必
要
な

費
用
を
予
算
の
範
囲
内
で
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
述
べ
、
そ
の
中
で
「
慰
霊
公
園
の
造
成
」
を
明
記
し
て
い
る
。

こ
の
「
慰
霊
公
園
」
の
造
成
は
、
済
州
道
の
「
四
・
三
解
決
五
大

事
業
」
の
一
環
と
し
て
九
九
年
末
か
ら
着
手
さ
れ
た
。
今
後
特
別
法

の
条
文
に
示
さ
れ
た
コ
ン
セ
プ
ト
が
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
る
か

注
目
し
て
い
き
た
い
。

政
府
は
済
州
四
・
三
事
件
の
犠
牲
者
を
慰
霊
し
、
歴
史
的
意

味
を
反
鍔
し
平
和
と
人
権
の
た
め
教
育
の
場
で
活
用
し
慰
霊
祭

３
台
北
「
二
一
一
八
和
平
公
園
」



7８ 

最
後
に
、
小
規
模
な
が
ら
特
徴
的
な
公
園
と
し
て
馬
場
町
紀
念
公

園
が
二
○
○
○
年
八
月
に
開
設
さ
れ
た
。
こ
の
公
園
は
淡
水
河
支
流

の
河
川
敷
に
位
置
す
る
が
、
そ
こ
は
も
と
も
と
五
○
年
代
を
中
心
と

し
て
台
湾
で
吹
き
荒
れ
た
「
白
色
恐
怖
」
（
国
民
党
政
府
に
よ
る
反

共
テ
ロ
ル
）
の
下
で
の
政
治
犯
処
刑
場
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
川

を
見
下
ろ
す
土
手
に
は
受
難
者
の
氏
名
と
処
刑
日
そ
し
て
遺
言
が
刻

ま
れ
て
い
る
。
正
面
に
は
犠
牲
者
を
記
念
す
る
土
丘
が
あ
り
、
そ
の

前
の
碑
文
に
は
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
る
。
（
大
意
）

台
湾
各
地
で
三

で
建
設
さ
れ
た
。

統
が
政
府
と
し
て
の
正
式
謝
罪
を
行
う
と
と
も
に
「
’
三
八
補
償
条

例
」
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
中
で
当
時
の
陳
水
扁
台
北
市
長
に

よ
り
「
台
湾
史
の
最
大
の
傷
痕
を
癒
し
各
族
群
の
融
合
と
和
譜
を
促

進
す
る
」
た
め
に
公
園
の
名
称
変
更
が
な
さ
れ
た
。

事
件
五
○
周
年
の
九
七
年
に
は
公
園
内
に
「
台
北
二
二
八
紀
念
館
」

が
開
設
さ
れ
活
発
な
啓
発
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
同
時
期
に

台
湾
各
地
で
「
二
二
八
紀
念
公
園
」
や
記
念
碑
・
慰
霊
碑
が
相
つ
い

一
九
五
○
年
代
に
社
会
正
義
と
政
治
改
革
を
追
い
求
め
た
熱

血
の
志
士
は
、
戒
厳
令
下
で
逮
捕
さ
れ
こ
の
馬
場
町
の
土
丘
一

帯
で
銃
殺
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
今
死
者
を
追
想
し
こ
の
歴
史
の

４
台
北
「
馬
場
町
紀
念
公
園
」

以
上
の
各
公
園
を
め
ぐ
る
近
年
の
動
向
は
、
韓
国
・
台
湾
に
お
け

る
民
主
化
運
動
の
中
で
、
権
威
主
義
体
制
を
克
服
し
「
正
義
」
の
回

復
を
図
ろ
う
と
す
る
血
の
惨
む
よ
う
な
努
力
の
中
で
実
現
し
、
ま
た

実
現
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
自
ら
の
同
時
代

史
の
直
視
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。

こ
の
点
が
日
本
の
公
園
で
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
欠
落

し
て
い
る
。
同
じ
「
記
念
公
園
」
で
も
、
米
軍
立
川
基
地
跡
が
昭
和

．
（
１
）
 

天
皇
在
位
五
○
年
を
記
念
し
た
「
国
営
昭
和
記
念
公
園
」
と
さ
れ
た

よ
う
に
、
「
記
念
」
の
意
味
が
あ
ま
り
に
も
空
虚
で
盗
意
的
な
場
合

が
多
い
。
こ
こ
に
近
隣
諸
国
と
の
歴
史
意
識
の
決
定
的
な
溝
を
感
じ

る
。戦
争
と
平
和
に
関
し
て
は
、
広
島
・
長
崎
の
平
和
公
園
と
沖
縄
摩

事
蹟
を
紀
念
す
る
た
め
に
、
特
に
馬
場
町
刑
場
の
土
丘
を
保
存

し
、
台
湾
の
多
く
の
犠
牲
者
の
英
魂
を
追
悼
す
る
と
と
も
に
、

次
の
世
代
に
弔
意
と
敬
意
を
伝
え
て
い
く
。

中
華
民
国
八
十
九
年
八
月
二
十
六
日

な
お
、
こ
の
時
期
の
犠
牲
者
に
対
す
る
補
償
法
と
し
て
は
、
「
五

○
年
代
白
色
恐
怖
（
戒
厳
時
期
不
当
叛
乱
及
び
匪
諜
審
判
案
件
）
補

償
条
例
」
が
九
八
年
に
制
定
さ
れ
て
い
る
。

四
お
わ
り
に
ｌ
同
時
代
史
の
中
の
公
園



７９たかが公園、されど公園

文
仁
の
平
和
祈
念
公
園
で
は
慰
霊
と
平
和
へ
の
願
い
が
託
さ
れ
て
い

る
。
．
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
核
戦
争
と
沖
縄
戦
の
惨
禍
を
世
界
に
訴
え

て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
し
か
し
自
ら
の
戦
争
責
任
や
戦
後

責
任
を
直
視
し
、
積
極
的
に
平
和
を
作
っ
て
い
こ
う
と
す
る
意
思
を

形
に
し
よ
う
と
し
た
公
園
は
未
だ
生
み
出
し
え
て
い
な
い
の
で
は
な

先
に
見
た
韓
国
・
台
湾
の
動
向
も
後
者
の
潮
流
の
一
環
と
い
え
よ

う
。
そ
う
し
た
世
界
史
的
な
潮
流
の
中
で
公
園
も
時
代
の
課
題
を
映

し
出
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ど
の
よ
う
な
公
園
を
生
み
出
し

う
る
か
が
そ
の
社
会
の
あ
り
方
を
問
い
か
け
て
い
る
。
今
や
公
園
は

「
た
か
が
公
園
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

今
、
世
界
は
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

場
原
理
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
、
過
去
の

服
を
土
台
に
し
た
新
た
な
関
係
づ
く
り
に
む
け
た

注（
１
）
米
軍
立
川
基
地
の
返
還
が
も
と
も
と
ニ
ク
ソ
ン
政
権
下
に
お
け
る

ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
の
一
部
修
正
を
受
け
た
戦
力
の
配
置
が
え
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
沖
縄
へ
の
米
軍
基
地
の
集
中
や
韓
国
で
の
「
維

新
体
制
」
の
樹
立
な
ど
七
○
年
代
前
半
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
と
同
じ
背

（
２
）
 

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
の
双
方
が
展
開
し
つ
つ
あ
る
し
」
い
わ
れ
て
い
る
。

３
２
０
 

０
Ｖ
鶯
衲
〃

景
を
も
つ
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
跡
地
が
「
昭
和
記
念
公
園
」
と

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
中
心
と
す
る
市

ン
と
、
過
去
の
暴
力
の
清
算
と
克

「
和
解
の
グ
ロ
ー

さ
れ
た
点
に
は
象
徴
天
皇
制
の
性
格
が
写
し
出
さ
れ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

（
２
）
「
和
解
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
は
『
現
代
思
想
』

二
○
○
○
年
二
月
号
「
特
集
和
解
の
政
治
学
」
（
青
土
社
）
の
各

論
考
が
参
薯
に
な
る
。

は
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
の
冷
戦
と
国
家
テ
ロ
リ
ズ
ム
」

日
本
事
務
局
刊
の
各
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
集
を
参
照
し
た
。

ま
た
、
冷
戦
下
と
そ
の
後
の
韓
国
・
台
湾
の
政
治
動
向
に
つ
い
て




