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を
し
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い
る
の
か
―
北
村
太
郎
の
表
現

496

　
『
港
の
人
』
は
北
村
太
郎
が
一
九
八
八
年
に
思
潮
社
か
ら
刊
行
し
た
十
一
番
目
の
詩
集

で
あ
り
、
同
年
度
の
読
売
文
学
賞
を
受
賞
し
た
。
前
年
の
一
九
八
七
年
に
悪
性
の
血
液
病

で
あ
る
多
発
性
骨
髄
腫
に
罹
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
つ
ま
り
『
港
の
人
』
は
、

病
状
を
自
覚
し
て
自
ら
の
死
の
可
能
性
に
直
面
し
た
あ
と
の
北
村
の
、
初
め
て
の
詩
作
を

収
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
1
」
か
ら
「
33
」
ま
で
の
番
号
の
付
さ
れ
た
連
作
詩
集
で

あ
り
、
主
と
し
て
雑
誌
「
現
代
詩
手
帖
」
に
同
題
の
も
と
に
集
中
的
に
書
か
れ
た
連
載
詩

群
を
中
心
に
、
そ
の
他
の
詩
を
含
め
て
、
雑
誌
掲
載
時
と
は
配
列
を
異
に
し
て
あ
ら
た
め

て
附
番
し
直
し
た
形
で
纏
め
ら
れ
た）1
（

。
北
村
は
こ
の
後
九
一
年
に
詩
集
『
路
上
の
影
』
を

出
し
、
九
二
年
に
亡
く
な
る
。
北
村
太
郎
の
仕
事
の
中
で
も
、
一
九
八
一
年
刊
行
の
『
悪

の
花
』
と
並
ん
で
、
執
筆
当
初
か
ら
詩
群
の
タ
イ
ト
ル
を
決
め
て
連
作
と
し
て
書
か
れ
た

と
い
う
意
味
で
、『
港
の
人
』
は
特
別
な
位
置
を
占
め
る
が
、
一
冊
の
詩
集
と
し
て
見
た

場
合
、
そ
れ
が
北
村
太
郎
の
特
別
な
到
達
点
を
示
し
て
い
る
の
は
確
か
だ
。
私
が
こ
の
詩

集
を
単
独
で
取
り
上
げ
る
理
由
と
し
て
、
自
己
の
病
と
当
時
交
際
の
あ
っ
た
歳
の
離
れ
た

女
性
と
の
関
係
、
つ
ま
り
死
と
エ
ロ
ス
の
両
極
に
揺
れ
て
、
当
時
ま
で
七
、
八
年
の
間
住

み
続
け
て
い
た
横
浜
の
街
の
「
港
」
と
し
て
の
象
徴
的
な
ト
ポ
ス
に
お
け
る
〈
さ
ま
よ
い
〉

を
、
全
体
と
し
て
提
示
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ま
で
修
練
し
て
き
た
、
口
語
表
現
を
ま
じ

え
た
あ
る
種
の
軽
み
の
あ
る
詩
形
が
突
出
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
二
点
を
と
り
あ
え
ず

挙
げ
て
お
こ
う）2
（

。

　

戦
後
「
荒
地
」
派
と
し
て
世
に
知
ら
れ
始
め
た
鮎
川
信
夫
、
田
村
隆
一
、
中
桐
雅
夫
、

黒
田
三
郎
、
三
好
豊
一
郎
ら
の
詩
人
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
も
、
北
村
の
進
ん
だ
道
は

独
自
で
、
彼
ら
の
多
く
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
か
ら
冷
戦
期
に
日
本
が
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
の
傘
下
に
お
さ
ま
り
経
済
発
展
に
邁
進
し
て
ゆ
く
時
代
に
詩
人
と
し
て
最
も
輝
い
て

い
た
の
に
反
し
て
、
む
し
ろ
一
九
七
〇
年
代
半
ば
の
田
村
隆
一
夫
人
と
の
不
倫
同
棲
と
二

十
五
年
勤
め
た
朝
日
新
聞
社
退
社
以
降
、
す
な
わ
ち
七
〇
年
代
終
盤
か
ら
亡
く
な
る
ま
で

の
時
期
に
こ
そ
、
他
の
追
従
を
許
さ
な
い
独
自
の
詩
に
よ
っ
て
高
い
評
価
を
得
た
。「
戦

後
」
が
ま
だ
「
モ
ダ
ン
」
な
時
代
、
リ
オ
タ
ー
ル
言
う
と
こ
ろ
の
近
代
の
「
大
き
な
物
語
」

の
時
代
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
北
村
の
詩
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
資
本
主
義
の
隆
盛
と
世
界
情
勢

の
混
沌
化
の
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
」
の
時
代
（
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
と
イ
ラ
ン
革
命
の
あ
と

の
時
代
）
に
、
流
行
に
乗
る
と
い
う
の
と
は
根
本
的
に
別
種
の
、
言
葉
の
力
を
発
揮
し
得

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
田
村
隆
一
も
ま
た
こ
の
時
期
に
め
ざ
ま
し
い
活
躍
を
し
た

が
、
い
ず
れ
本
論
で
示
す
と
お
り
、
彼
の
言
葉
は
「
モ
ダ
ン
」
な
垂
直
性
に
貫
か
れ
て
い

て
、
北
村
の
水
平
な
言
葉
の
働
き
方
と
は
き
わ
め
て
対
照
的
だ
っ
た
。

　

北
村
太
郎
の
表
現
の
特
色
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
港
の
人
』
と
い
う
一
冊
の

詩
集
で
詩
人
が
し
て
い
る
こ
と
は
何
か
、
そ
し
て
読
者
に
と
っ
て
、
こ
の
詩
集
は
全
体
と

し
て
何
を
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
代
の
視
点
か
ら
見
た
と

き
、
こ
の
設
問
は
思
い
の
ほ
か
我
々
を
遠
く
ま
で
連
れ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。

　

１
．
主
題

　
『
港
の
人
』
全
体
の
主
題
を
述
べ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
実
際
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
引
け
ば
、「
5
」
に
お
い
て
冬
の
午
後
に
「
や
ま
し
た
公
園
」

『
港
の
人
』
は
何
を
し
て
い
る
の
か
―
―
北
村
太
郎
の
表
現

堀　
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の
イ
チ
ョ
ウ
並
木
か
ら
落
ち
た
葉
の
上
を
歩
い
て
い
る
と
き
の

　

そ
の
う
え
を
歩
く
と

　

こ
の
世
で
な
い
み
た
い
な
た
よ
り
な
い
心
持
ち
が
す
る　
（23

）

と
い
う
「
た
よ
り
な
い
心
持
ち
」
が
そ
れ
に
当
た
る
。
そ
れ
は
ま
た
「
23
」
の
冒
頭
の
言

い
回
し
方
で
言
う
な
ら
「
か
ら
だ
が
／
浮
き
あ
が
る
よ
う
な
感
じ
」（74

）
で
あ
る
と
も

言
え
る
。
つ
ま
り
あ
る
種
の
宙
吊
り
状
態
を
経
験
し
て
い
る
者
の
そ
の
さ
な
か
の
感
覚
の

提
示
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
「
現
代
詩
手
帖
」
連
載
時
に
は
最
後
に
位
置
し
て
い
た

「
32
」
の
詩
か
ら
引
け
ば
、

　

な
し
と
げ
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
し
と
げ
ら
れ
な
い
ま
ま
に

　

そ
れ
こ
そ

　

風
に
さ
ら
さ
れ
て
い
れ
ば
い
い

　

木
だ
っ
て
な
に
ひ
と
つ
完
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ　
（105

）

と
い
う
箇
所
に
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
、
宙
吊
り
状
態
を
甘
受
し
て
生
き
る
こ
と
の
決

意
、
と
い
う
と
大
仰
な
響
き
に
な
る
が
、
日
々
の
実
存
の
意
識
と
で
も
言
え
る
も
の
が
主

題
に
な
っ
て
い
る
。
更
に
「
20
」
の
「
こ
わ
れ
る
も
の
を
見
る
こ
と
は
な
い
／
ど
ん
な
に

悩
ん
で
た
っ
て
鳥
の
声
は
い
つ
も
と
お
ん
な
じ
だ
」（67

）、
お
よ
び
詩
集
末
尾
に
置
か

れ
た
「
33
」
の
締
め
括
り
の
四
行
、「
夢
の
な
か
の
答
え
が
い
く
つ
あ
っ
た
っ
て
／
ほ
か

の
い
ろ
で
あ
る
わ
け
が
な
い
／
あ
し
た
も
／
お
な
じ
い
ろ
の
天
気
で
あ
れ
ば
い
い
」

（110

）
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
一
冊
の
詩
集
の
主
題
、
あ
る
い
は
詩
人
の
〈
メ
ッ
セ
ー
ジ
〉

と
言
う
べ
き
も
の
が
き
わ
め
て
大
ざ
っ
ぱ
に
浮
か
び
上
が
る
だ
ろ
う
。
完
治
の
見
込
み
の

な
い
病
を
背
負
い
、
早
晩
近
づ
い
て
く
る
死
へ
の
不
安
や
恐
れ
に
と
ら
わ
れ
な
が
ら
、
そ

の
「
た
よ
り
な
い
心
持
ち
」、「
か
ら
だ
が
／
浮
き
あ
が
る
よ
う
な
感
じ
」
を
、
一
日
ず
つ

や
り
過
ご
し
て
、（
完
結
と
は
死
で
あ
る
以
上
）
完
結
し
得
な
い
生
の
状
態
を
「
な
し
と

げ
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
し
と
げ
ら
れ
な
い
ま
ま
」
と
観
じ
て
、「
お
な
じ
い
ろ
」
の
明
日

を
望
ん
で
生
き
る
―
―
そ
う
し
た
姿
勢
、
生
へ
の
臨
み
方
。
こ
れ
は
晩
年
（
一
九
九
〇
年
）

の
北
村
自
身
の
言
葉
、「
パ
ス
カ
ル
の
時
代
、
極
小
や
極
大
は
思
考
・
観
念
の
世
界
に
し

か
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
現
代
で
は
現
実
の
世
界
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し

は
「
中
ぶ
ら
り
ん
」
の
状
態
を
人
間
的
だ
と
思
う
。
引
き
裂
か
れ
て
中
間
に
あ
り
、
つ
ね

に
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
緊
張
こ
そ
〈
生
〉
な
の
だ
か
ら
。」（「
中
ぶ
ら
り
ん
」、『
す
て

き
な
人
生
』
所
収
、121

）
に
よ
っ
て
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。「
極
小
」
や
「
極
大
」
を

求
め
る
黙
示
録
的
心
性
（
＝
「
大
き
な
物
語
」）
に
抗
し
て
、
反
・
黙
示
録
を
貫
こ
う
と

す
る
北
村
は
、
中
間
に
た
だ
よ
い
、
さ
ま
よ
い
、
宙
吊
ら
れ
る
こ
と
を
、
自
己
の
「
生
」

の
と
る
ノ
ー
マ
ル
な
姿
と
み
な
そ
う
と
し
て
い
る
。「〈
港
の
人
〉
と
は
、
気
ま
ぐ
れ
な
ぼ

く
で
あ
り
、
ま
た
、
ぼ
く
と
は
ま
っ
た
く
別
の
人
で
も
あ
る
よ
う
で
す
」（113

）
と
『
港

の
人
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
北
村
は
書
い
て
い
る
が
、「
中
ぶ
ら
り
ん
」
で
横
浜
の
港
を

ぶ
ら
つ
き
移
動
す
る
そ
の
人
は
、
詩
人
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
全
般
で
も
あ
っ
た
。

　

病
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
死
ま
で
の
間
は
猶
予
期
間
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
手
帳
に

書
い
た
予
定
の
日
が
／
か
な
ら
ず
来
る
／
世
の
中
に
／
こ
れ
く
ら
い
恐
ろ
し
い
こ
と
は
な

い
」（99

）
と
書
き
始
め
ら
れ
る
「
31
」
に
お
い
て
は
、「
で
も
、
そ
れ
ま
で
に
は
／
い

ろ
い
ろ
と
予
定
が
あ
っ
て
／　

／
や
は
り
厄
介
な
日
々
は
つ
づ
く
／
手
帳
の
白
い
ペ
ー
ジ

が
／
こ
わ
い
思
い
に
／
つ
ぎ
つ
ぎ
と
め
く
ら
れ
て
い
く
だ
ろ
う
」（102

）
と
語
ら
れ
る
。

「
港
の
人
」
が
北
村
個
人
だ
け
で
な
く
「
別
の
人
」
で
も
あ
り
得
る
と
い
う
意
味
は
、
実

は
や
が
て
来
る
死
を
誰
ひ
と
り
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
そ
の
点

で
人
間
は
誰
で
あ
っ
て
も
自
己
の
死
の
可
能
性
の
裡
で
日
々
を
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
の
日
々
の
「
厄
介
」
さ
に
気
づ
く
程
度
に
応
じ
て
、
読
者
各
人
も
ま
た
猶
予
期
間

を
生
き
延
び
る
「
港
の
人
」
の
一
人
に
な
る
。「
19
」
に
お
け
る
よ
く
知
ら
れ
た
表
現

「
や
っ
ぱ
り
生
は
／
死
の
や
ま
い
な
ん
だ
よ
／
つ
ま
り
／
死
は
健
全
で
あ
っ
て
／
そ
れ
が

病
気
に
な
る
と
生
に
な
る
ん
だ
」（63

）
に
あ
ら
わ
れ
た
認
識
は
、「
生
」
の
日
々
が
束

の
間
の
仮
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
実
の
彼
の
病
は
人
間
の
「
生
」
に
関

わ
る
認
識
、
と
い
う
よ
り
再
確
認
（「
や
っ
ぱ
り
」）
に
詩
人
を
導
い
た
。

　

だ
が
単
に
「
人
間
（
で
あ
る
自
己
）
は
死
ま
で
の
猶
予
を
中
ぶ
ら
り
ん
の
状
態
で
生
き

る
」
と
い
う
認
識
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。「
こ
の
世
で
な
い
み
た
い
な
た
よ
り
な
い
心

持
ち
」、「
か
ら
だ
が
浮
き
あ
が
る
よ
う
な
感
じ
」
と
い
う
表
現
が
肝
で
あ
る
よ
う
に
、「
認

識
」
す
な
わ
ち
「
観
念
」
の
次
元
で
は
な
く
、
理
屈
以
前
の
、
或
い
は
理
屈
以
後
の
感
覚
・



（41）

　
　
『
港
の
人
』
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を
し
て
い
る
の
か
―
北
村
太
郎
の
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現
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感
情
を
、「
も
の
」
で
は
な
く
「
こ
と
」
と
し
て
伝
え
る
こ
と
の
方
が
『
港
の
人
』
の
主

題
な
の
で
あ
る
。「
た
よ
り
な
い
心
持
ち
」
は
単
に
不
安
や
恐
怖
で
は
な
い
。「
か
ら
だ
が

／
浮
き
あ
が
る
よ
う
な
感
じ
」
の
二
行
で
始
ま
る
「
23
」
の
末
尾
は
、
こ
の
感
覚
に
つ
い

て
、「
求
め
な
い
で
も
／
そ
れ
が
や
っ
て
く
る
と
き
は
／
大
人
で
も
と
っ
て
も
怖
く
て
が

た
が
た
震
え
る
も
の
が
お
り
／
か
れ
ら
は
／
宙
に
浮
き
な
が
ら
／
お
れ
の
存
在
そ
れ
じ
た

い
、
犯
罪
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
ぶ
つ
ぶ
つ
い
う
」（75-76

）
と
記
さ
れ
て
終
わ
っ

て
お
り
、
こ
の
感
覚
は
確
か
に
「
怖
さ
」、
恐
怖
で
も
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
直
前

の
部
分
で
「
子
ど
も
は
怖
が
る
け
れ
ど
／
大
人
は
／
そ
れ
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
／
子
ど

も
に
と
っ
て
の
恐
怖
が
／
大
人
に
と
っ
て
は
／
願
望
や
快
楽
に
な
る
」（75

）
と
も
言
わ

れ
て
い
て
、
つ
ま
り
「
た
よ
り
な
い
心
持
ち
」
と
は
避
け
た
い
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
死

と
の
戯
れ
と
し
て
一
種
の
倒
錯
し
た
歓
び
で
も
あ
り
、
究
極
的
に
は
〈
自
由
〉
の
し
る
し

な
の
で
あ
る
。『
港
の
人
』
と
い
う
詩
集
が
不
思
議
な
ほ
ど
愉
楽
に
満
ち
て
い
る
の
は
、

死
と
い
う
最
高
度
に
重
い
主
題
の
重
さ
の
分
だ
け
言
葉
の
扱
い
方
に
お
い
て
は
軽
さ
が
目

論
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
中
間
・
宙
吊
り
の
猶
予
の
時
間
の

生
そ
れ
自
体
が
、
個
人
の
生
き
る
自
由
を
現
象
さ
せ
る
も
の
だ
か
ら
だ
。

　
「
が
た
が
た
震
え
る
も
の
が
お
り
」
に
現
れ
る
「
震
え
」
は
『
港
の
人
』
に
頻
出
す
る

感
覚
表
現
の
代
表
で
あ
る
。「
8
」
の
冒
頭
が
「
窓
が
震
え
て
い
る
」（28

）
で
開
始
さ

れ
る
こ
と
、「
15
」
の
汚
れ
た
中
型
貨
物
船
の
「
波
に
ゆ
ら
ゆ
ら
し
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
」

（50

）
様
子
、「
27
」
の
、
風
に
す
ば
や
く
震
え
て
い
る
ク
ス
ノ
キ
の
葉
の
動
き
か
ら
始

ま
る
「
か
す
か
な
ち
り
ち
り
し
た
震
え
の
時
」（87

）、
そ
れ
ら
は
外
界
の
震
え
で
あ
る

と
と
も
に
、
そ
れ
に
相
関
す
る
内
面
の
感
覚
の
表
現
で
も
あ
る
。
も
う
一
つ
詩
集
全
体
で

重
要
な
感
覚
表
現
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
に
お
い
」
で
あ
る
。「
29
」
に
お
い
て
、
こ

れ
か
ら
「
底
な
し
」
に
な
っ
て
い
く
夜
に
「
ふ
い
に
錆
が
に
お
い
／
だ
れ
も
い
な
い
の
に

セ
ー
タ
ー
が
に
お
う
」（93

）
と
い
う
箇
所
の
死
（「
錆
」）
と
生
（「
セ
ー
タ
ー
」）
の
「
に

お
い
」
の
並
列
を
、
い
ま
は
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
『
港
の
人
』
に

お
い
て
、
観
念
＝
意
味
の
縛
り
を
ほ
ど
き
、
緩
く
さ
せ
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
現
象
、

時
間
と
空
間
を
、
色
彩
や
音
と
み
な
そ
う
と
す
る
「
22
」
に
お
い
て
詩
人
が
か
り
そ
め
に

や
ろ
う
と
す
る
の
は
、
人
の
生
を
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
変
化
の
次
元
に
変
換
す
る
試
み
な

の
だ
が
、
後
半
で
北
村
は
色
彩
と
時
間
、
音
と
空
間
は
「
耐
え
が
た
い
関
係
に
し
か
あ
り

え
な
く
て
／

／
に
お
い
だ
け
が
灰
に
残
っ
て
い
る
」（73

）
と
述
べ
る
。
嗅
覚
（
に
お
い
）

は
視
覚
（
色
）
と
聴
覚
（
音
）
よ
り
も
現
実
の
現
象
の
形
跡
を
強
く
留
め
る
も
の
だ
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
要
点
は
そ
う
し
た
感
覚
が
、
人
が
生
や
世
界
（
社
会
）
に
付

与
す
る
観
念
作
用
に
よ
る
意
味
を
、
相
対
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

詩
集
劈
頭
に
置
か
れ
た
「
1
」
は
こ
の
点
で
『
港
の
人
』
全
体
が
し
よ
う
と
す
る
こ
と

の
一
種
の
宣
言
め
か
な
い
宣
言
に
な
っ
て
い
る
。「
暑
い
朝
／
た
く
さ
ん
の
観
念
が
／
鼠

い
ろ
に
な
っ
て
目
の
前
を
通
り
す
ぎ
て
い
く
／
そ
れ
ら
は
／
と
っ
て
も
淋
し
い
響
き
を
残

す
わ
け
で
も
な
い
の
に
／
音
の
幻
と
し
て
は
／
い
つ
ま
で
も
う
つ
向
い
て
い
た
い
く
ら
い

の
／
囁
き
で
あ
る
／
色
と
し
て
は
／
濃
淡
が
な
さ
す
ぎ
て
／
も
う
す
こ
し
で
／
影
に
な
り

そ
う
に
思
え
る
」（10-11

）
と
始
ま
る
こ
の
詩
は
、
第
二
連
で
恋
人
と
の
性
行
為
と
も

と
れ
る
よ
う
な
会
話
の
一
部
を
導
い
た
あ
と
、
第
三
連
「
観
念
は
／
別
れ
を
惜
し
み
つ
つ

／
こ
の
世
な
ら
ぬ
／
音
と
色
と
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
／
ツ
タ
の
這
う
窓
べ
に
」

（12

）
に
よ
っ
て
終
結
す
る
。
つ
ま
り
『
港
の
人
』
の
世
界
で
は
「
観
念
」
は
退
隠
し
か
か
っ

て
い
る
。
退
い
て
消
え
か
か
り
な
が
ら
、
感
覚
領
域
に
あ
る
「
音
と
色
」（
や
「
に
お
い
」）

が
「
こ
の
世
な
ら
ぬ
」
も
の
、
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
を
越
え
た
何
か
に
な
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
観
念
」
の
な
い
も
の
ね
だ
り
で
あ
る
と
も
言
え
て
、「
観
念
」
を

率
直
素
直
に
信
用
で
き
な
い
と
し
て
も
（「
大
き
な
物
語
」
は
信
頼
で
き
な
い
と
し
て
も
）、

去
り
際
・
消
え
際
の
「
観
念
」
は
い
ま
だ
に
北
村
太
郎
か
ら
去
っ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ

「
観
念
」
の
世
界
の
重
み
を
身
に
担
い
な
が
ら
、
そ
れ
と
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
感
覚
が

重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
一
九
八
一
年
の
『
悪
の
花
』
で
は
文
明
批
判
的

な
痛
罵
、
観
念
を
素
直
に
信
じ
て
理
屈
を
言
う
者
た
ち
へ
の
激
し
い
嫌
悪
を
通
じ
て
、
北

村
は
か
え
っ
て
〈
反
・
観
念
〉
と
し
て
裏
返
し
に
観
念
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
た
と
も
言
え

る
の
だ
が
、
自
ら
の
病
の
宣
告
後
に
、
い
っ
そ
う
観
念
的
な
ふ
る
ま
い
を
無
効
化
な
い
し

は
空
無
化
す
る
方
向
に
進
ん
で
い
っ
た
。
そ
れ
は
認
識
が
意
味
と
し
て
結
晶
化
す
る
一
歩

手
前
の
感
覚
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
死
の
直
前
の
時
期
と
い
っ
て
も
い
い

頃
の
、
詩
人
正
津
勉
相
手
の
聞
き
書
き
・
語
り
下
ろ
し
の
テ
ク
ス
ト
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル

ジ
ャ
ー
ニ
ー
』
で
自
己
を
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
」
と
呼
び
、「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス

ト
と
い
う
の
は
感
覚
的
な
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
」（174

）
と
語
っ
て
い
た
北

村
は
、『
港
の
人
』
に
お
い
てidea

な
い
し
はconceptual thinking

の
論
理
を
軽
く
い
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な
そ
う
と
し
て
い
る
。
感
覚
＝
感
情
を
ロ
ジ
ッ
ク
な
し
に
立
た
せ
る
と
言
う
よ
り
も
、
ロ

ジ
ッ
ク
と
の
緊
張
を
保
ち
つ
つ
そ
れ
を
退
隠
す
る
影
の
よ
う
に
、
或
い
は
残
る
灰
の
匂
い

の
よ
う
に
、
感
覚
に
よ
っ
て
包
摂
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
営
み
だ
と
言
っ
て
い
い
。
観
念

の
重
さ
・
重
要
性
を
自
覚
す
れ
ば
こ
そ
、
つ
ま
り
世
界
の
意
味
を
突
き
詰
め
て
考
え
る
意

義
を
弁
え
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
網
の
目
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
感
覚
・
感
情
の
次
元
に

お
い
て
主
題
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
詩
人
の
姿
勢
が
見
え
て
く
る
。

２
．
水
平
性　
　

　
「
荒
地
」
派
の
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
、
観
念
は
避
け
が
た
い
厄
介
な
も
の
だ
っ
た
。
そ

れ
は
彼
ら
の
詩
が
観
念
的
だ
っ
た
と
か
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
観
念
を
詩
の
中
心
に
据
え
る
と

か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
日
本
の
軍
部
、
マ
ス
コ

ミ
、
知
識
人
ら
に
よ
る
観
念
操
作
の
無
根
拠
な
危
険
を
、
体
に
染
み
る
傷
の
よ
う
に
認
識

し
て
い
た
た
め
に
、
観
念
の
集
団
的
な
介
在
に
警
戒
し
、
常
に
個
人
と
し
て
い
か
に
抒
情

を
発
す
る
か
が
、
彼
ら
の
共
通
の
課
題
で
あ
っ
た
と
さ
え
言
え
る
。（
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異

に
つ
い
て
は
本
論
で
は
扱
わ
な
い
。）
だ
が
そ
れ
は
観
念
を
無
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

む
し
ろ
日
本
の
近
代
化
、
世
界
史
的
な
文
脈
な
ど
、
歴
史
の
大
き
な
う
ね
り
の
只
中
に
自

己
の
位
置
を
定
位
し
つ
つ
、
観
念
と
言
葉
の
表
現
と
の
、
ね
じ
れ
ま
た
衝
突
す
る
よ
う
な

入
り
組
ん
だ
関
係
を
、
誠
実
に
担
っ
て
生
き
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

観
念
と
の
関
係
と
い
う
点
で
『
港
の
人
』
と
の
対
比
を
試
み
る
べ
き
格
好
の
相
手
に
な

る
詩
集
は
、
一
九
八
四
年
刊
行
の
田
村
隆
一
の
『
奴
隷
の
歓
び
』
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、

『
港
の
人
』
も
『
奴
隷
の
歓
び
』
も
と
も
に
作
者
が
自
己
の
老
い
の
自
覚
を
意
識
的
に
表

出
し
始
め
た
詩
集
で
あ
る
こ
と
、
い
ず
れ
も
雑
誌
連
載
時
か
ら
あ
る
種
の
連
作
と
し
て
意

識
的
に
コ
ン
セ
プ
ト
を
統
一
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
（『
奴
隷
の
歓
び
』
は
「
文
藝
」

に
連
載
さ
れ
た
）、
二
人
と
も
詩
人
と
し
て
の
出
発
が
「
荒
地
」
同
人
で
あ
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
何
よ
り
も
二
者
の
言
葉
の
相
貌
が
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
老
い

と
は
言
っ
て
も
田
村
は
こ
の
連
作
を
書
き
継
い
だ
頃
六
十
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、

北
村
は
『
港
の
人
』
当
時
六
十
五
歳
で
あ
っ
た
が
若
い
恋
人
と
交
際
を
し
て
い
て
、
二
人

と
も
真
の
意
味
で
「
老
人
」
と
名
乗
る
べ
き
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
生
き
る
欲
求

の
自
覚
に
比
し
て
年
齢
が
自
ら
に
老
い
を
そ
の
分
強
く
認
め
さ
せ
た
が
ゆ
え
に
、
詩
に
お

い
て
老
い
が
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
う
方
が
当
た
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
私
が

取
り
出
し
た
い
の
は
、
詩
の
言
葉
の
水
平
性
‐
垂
直
性
の
あ
ざ
と
い
ほ
ど
の
対
比
で
あ
る
。

　

田
村
の
連
作
の
最
初
の
詩
「
物
」
は

　

ま
ず
有
用
な
道
具
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　

生
物
的
人
間
で
は
あ
る
が

　

政
治
的
人
間

　

経
済
的
人
間

　

観
念
的
人
間

　

で
は
な
い　
（6

）

と
始
ま
る
。
こ
れ
は
奴
隷
の
在
り
方
を
指
す
も
の
だ
が
、
こ
の
詩
集
に
お
い
て
奴
隷
と
は

ま
ず
誰
よ
り
も
詩
人
自
身
の
自
己
像
と
し
て
在
る
。「
政
治
的
」「
経
済
的
」「
観
念
的
」

で
は
な
い
、
と
駄
目
を
押
す
と
き
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
政
治
的
」
や
「
経
済
的
」

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
思
考
が
「
観
念
的
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。『
奴
隷
の
歓

び
』
に
お
い
て
田
村
は
意
図
的
に
〈
反
・
観
念
〉
の
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
あ
ら

わ
す
一
語
が
「
物
」
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
意
味
内
容
だ
け
で
な
く
、
縦
組
み
で
引
用
部
分

を
見
た
瞬
間
に
感
じ
ら
れ
る
詩
行
の
形
の
緊
密
な
垂
直
性
が
あ
り
、
断
言
調
の
言
葉
遣
い

が
響
か
せ
る
垂
直
性
が
あ
る
。
詩
「
老
奴
隷
の
舟
唄
」
で
田
村
は
、「
王
の
死
も
／
乞
食

の
死
も
／
ま
っ
た
く
変
り
が
な
い
／
と
／
ど
こ
か
の
詩
人
が
歌
っ
た
が
／
そ
ん
な
こ
と
が

あ
る
も
の
か
／
問
題
は
／
死
と
死
の
間
の
つ
か
の
ま
の
／
生
の
在
り
方
じ
ゃ
な
い
か
／
そ

の
生
の
大
き
さ
で
／
死
の
大
き
さ
も
変
っ
て
く
る
」（50-51

）
と
書
く
。
田
村
が
「
大

き
な
死
」
の
例
に
挙
げ
る
の
は
「
清
教
徒
革
命
で
首
を
は
ね
ら
れ
た
」「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
」
で
あ
り
、「
そ
こ
へ
ゆ
く
と
／
お
れ
な
ん
ざ
小
さ
な
生
さ
え
な
か
っ

た
か
ら
／
小
さ
な
死
だ
っ
て
あ
る
も
の
か
／
生
殖
器
だ
っ
て
形
だ
け
つ
い
て
い
て
／
放
尿

す
る
の
が
精
一
杯
／
荷
物
が
か
つ
げ
な
い
か
ら
舟
を
漕
ぎ
／
漕
ぐ
と
い
っ
て
も
川
の
流
れ

に
ま
か
せ
る
ま
ま
で
」（54

）
と
自
嘲
す
る
。
田
村
の
言
う
よ
う
な
歴
史
的
な
生
の
大
き

さ
は
ほ
と
ん
ど
常
に
男
性
主
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
以
上
、
田
村
の
「
大
き
い
」
と
い
う

判
断
は
マ
ス
キ
ュ
リ
ン
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
田
村
は
架
空
の
「
老
奴
隷
」
の
役
を
演



（43）

　
　
『
港
の
人
』
は
何
を
し
て
い
る
の
か
―
北
村
太
郎
の
表
現

492

じ
つ
つ
言
葉
を
吐
い
て
い
る
の
で
一
概
に
言
っ
て
は
い
け
な
い
が
、
一
人
称
を
示
す
語
が

「
お
れ
」
で
あ
り
、
ち
ょ
っ
と
べ
ら
ん
め
え
調
な
「
お
れ
な
ん
ざ
」
を
含
め
て
、
こ
の
主

体
が
男
性
的
で
あ
る
こ
と
も
自
明
で
あ
る
。
ち
な
み
に
北
村
は
自
分
を
指
す
一
人
称
を
基

本
的
に
平
仮
名
の
「
わ
た
く
し
」
に
し
て
お
り
、
詩
の
ト
ー
ン
に
よ
っ
て
「
お
れ
」
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
こ
の
点
田
村
の
「
お
れ
」
や
「
ぼ
く
」
の
使
用
法
と
著
し
い

対
象
を
見
せ
て
い
る
。
詩
集
中
の
白
眉
と
言
え
る
詩
「
所
有
権
」
は
「
お
れ
は
〈
物
〉
だ

か
ら
／
六
十
歳
の
〈
物
〉
だ
か
ら
／
と
っ
く
に
減
価
償
却
は
す
ん
で
い
る
」（80

）
と
始

ま
り
、

　

お
れ
が

　

い
つ　

ど
こ
で　

だ
れ

　

と

　

言
葉
を
か
わ
し
た
と
い
う
ん
だ

　

お
れ
は
〈
物
〉
だ
か
ら
ロ
ゴ
ス
は
い
ら
な
い

　

ロ
ゴ
ス
的
存
在
で
な
い
お
か
げ
で

　

誤
解

　

偏
見

　

独
断

　

か
ら
脱
走
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ　
（85-86

）

と
語
る
。
こ
こ
で
言
う
「
ロ
ゴ
ス
」
と
は
観
念
の
こ
と
で
あ
り
、『
奴
隷
の
歓
び
』
は
詩

人
と
し
て
の
自
己
の
〈
反
・
観
念
〉
の
立
場
の
宣
言
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
の

最
後
は
「
お
れ
は
／
〈
物
〉
の
言
葉
だ
け
で
／
喋
り
つ
づ
け
て
い
る
の
さ
」（88

）
と
締

め
括
ら
れ
る
が
、
言
葉
と
い
う
も
の
が
否
応
な
く
「
物
」
で
は
な
く
意
味
（「
ロ
ゴ
ス
」）

を
巻
き
込
み
、
観
念
の
運
動
に
骨
か
ら
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
を
田
村
隆
一
が
知
ら
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
べ
て
わ
か
っ
た
上
で
、
あ
え
て
言
葉
を
使
っ
て
反
・
ロ
ゴ
ス

の
態
度
を
言
っ
て
み
せ
て
い
る
、
そ
れ
は
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
言
葉
な
の
だ
。
そ
の
文

体
は
き
わ
め
て
堅
固
な
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
を
持
ち
、
文
と
し
て
乱
れ
が
な
く
、
そ
れ
自
体
と

て
も
論
理
的
な
形
を
し
て
い
る
。「
さ
」
と
い
う
語
尾
も
田
村
が
多
用
す
る
も
の
で
、
北

村
太
郎
に
も
探
せ
ば
用
例
は
見
つ
か
る
と
は
い
え
、
田
村
の
お
と
こ
言
葉
の
典
型
だ
と
評

す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
誤
解
／
偏
見
／
独
断
」
と
漢
字
二
文
字
の
抽
象
語
が
並
列
さ
れ

て
、
田
村
な
ら
で
は
の
垂
直
で
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
リ
ズ
ム
が
脈
動
し
て
い
る
。

　

田
村
隆
一
に
も
特
に
晩
年
に
は
口
語
的
で
軽
み
を
帯
び
た
詩
形
が
見
ら
れ
な
い
わ
け
で

は
な
い
の
で
、
こ
の
比
較
は
や
や
「
た
め
に
す
る
」
感
じ
が
否
め
な
い
に
し
て
も
、『
奴

隷
の
歓
び
』
は
北
村
太
郎
に
は
絶
対
に
書
け
な
い
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
あ
え
て
対
比
さ

せ
て
み
る
意
味
が
あ
る
。
あ
ざ
と
い
対
比
に
な
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
こ
こ
で
『
港
の

人
』
の
「
14
」
全
篇
を
引
く
こ
と
に
す
る
。

　

古
ネ
ズ
ミ
は
チ
ー
ズ
を
食
わ
な
い

　

と
い
う
が

　

い
く
ら
年
を
と
っ
て
も

　

ぜ
ん
ぜ
ん
こ
り
な
い

　
「
い
つ
ま
で
も
不
良
少
年
で
い
て
く
だ
さ
い
！
」

　

と
い
う
手
紙
を
も
ら
っ
た
の
は
一
月

　

ち
ょ
う
ど
ブ
ル
ー
チ
ー
ズ
に
嚙
み
つ
い
て
い
る
と
き
で

　

さ
す
が
に
ほ
ろ
り
と
し
て
し
ま
っ
た

　

老
い
の
み
老
い
て
墓
知
ら
ぬ
ネ
ズ
ミ
、
か　
（46-47

）

ラ
イ
ト
・
ヴ
ァ
ー
ス
と
呼
ん
で
も
よ
い
、『
港
の
人
』
で
も
最
も
軽
み
の
あ
る
詩
だ
が
、

こ
こ
で
の
主
題
は
や
は
り
自
己
の
「
老
い
」
で
あ
る
。
し
か
し
北
村
は
そ
れ
を
老
奴
隷
の

舟
唄
に
仮
託
す
る
の
で
は
な
く
、「
古
ネ
ズ
ミ
」
に
擬
し
て
遊
ん
で
い
る
（
ど
ち
ら
に
お

い
て
も
詩
作
が
遊
び
に
な
っ
て
い
る
点
は
同
じ
だ
）。
こ
の
詩
で
際
立
っ
て
い
る
の
は
平

仮
名
で
あ
る
（「
ぜ
ん
ぜ
ん
こ
り
な
い
」「
さ
す
が
に
ほ
ろ
り
と
し
て
し
ま
っ
た
」）。
そ
し

て
、
三
つ
の
ヴ
ァ
ー
ス
の
間
の
行
ま
た
ぎ
は
、
セ
ン
テ
ン
ス
の
途
中
に
置
か
れ
て
い
る
。

も
し
も
「
ぜ
ん
ぜ
ん
こ
り
な
い
」
の
四
行
目
が
第
一
連
に
あ
っ
て
、「
さ
す
が
に
」
の
行

が
第
二
連
最
終
行
に
置
か
れ
れ
ば
、
こ
の
印
象
は
生
ま
れ
な
い
。
つ
ま
り
縦
に
切
れ
目
を
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入
れ
る
こ
と
に
読
者
の
注
意
を
向
け
な
い
よ
う
に
、
言
葉
を
水
平
に
動
か
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
詩
全
体
の
要
に
な
る
の
は
最
終
行
の
最
後
に
あ
る
「
、
か
」
の
二
字
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
「
老
い
の
み
老
い
て
墓
知
ら
ぬ
」
と
い
う
文
語
体
は
意
図
的
に
文
語
と
し
て
使
用

さ
れ
、「
、
か
」
で
受
け
る
こ
と
で
そ
の
文
語
の
ト
ー
ン
そ
の
も
の
を
文
脈
か
ら
浮
か
せ

て
遊
ん
で
い
る
。
逆
に
読
者
の
感
覚
に
残
る
も
の
は
、
若
い
女
性
の
手
紙
の
「
い
つ
ま
で

も
不
良
少
年
で
い
て
く
だ
さ
い
！
」
の
エ
ク
ス
ク
ラ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ー
ク
と
呼
応
し
合

い
響
き
合
う
、
地
の
文
の
口
語
性
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
詩
集
全
体
の
中
で
最
も
ゆ
る
い
詩

の
よ
う
に
読
ま
れ
そ
う
だ
が
、
実
は
北
村
太
郎
に
し
か
書
け
な
い
、
老
い
た
自
分
の
相
対

化
で
あ
り
、
読
者
の
微
笑
を
さ
そ
う
自
嘲
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
観
念
の
影
が
な
い
。

詩
行
が
垂
直
に
切
れ
目
を
持
つ
こ
と
を
徹
底
し
て
避
け
、
あ
く
ま
で
も
水
平
な
動
き
を
、

具
体
的
な
言
葉
の
運
動
と
し
て
、
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る）3
（

。

　

こ
う
し
た
水
平
性
は
『
港
の
人
』
全
般
の
特
徴
で
あ
る
。
平
仮
名
の
使
い
方
で
言
え
ば
、

た
と
え
ば
「
15
」
の
末
尾
の
三
行
、「
ド
ラ
イ
・
ド
ッ
ク
に
あ
た
し
は
は
い
る
／
あ
た
し

あ
し
た
は
／
骨
だ
ら
け
」（51

）
で
は
、「
あ
た
し
は
は
い
る
」
と
「
あ
た
し
あ
し
た
は
」

の
よ
う
に
平
仮
名
で
あ
る
こ
と
が
軽
い
目
の
錯
覚
を
導
く
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
同

様
の
効
果
は
「
20
」
の
末
尾
「
き
っ
と
動
詞
の
ほ
う
が
お
ま
え
を
お
も
い
つ
く
」（67

）

の
「
お
ま
え
」「
お
も
い
つ
く
」
の
並
び
方
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。「
人
間
」
が
「
に
ん

げ
ん
」
に
な
っ
た
り
（「
3
」、「
12
」）、「
必
要
」
が
「
ひ
つ
よ
う
」
に
な
っ
た
り
（「
20
」）、

通
常
漢
字
で
使
用
さ
れ
る
べ
き
単
語
を
平
仮
名
で
開
く
こ
と
も
多
用
さ
れ
て
い
る
。
す
べ

て
の
言
葉
を
平
仮
名
に
す
る
詩
は
谷
川
俊
太
郎
や
池
井
昌
樹
ら
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で

は
か
え
っ
て
〈
平
仮
名
に
す
る
こ
と
〉
そ
れ
自
体
の
、
あ
え
て
言
え
ば
実
験
性
と
い
う
か
、

内
容
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
方
法
の
独
立
性
が
一
種
の
読
み
難
さ
と
と
も
に
際
立
っ
て
し
ま

う
。『
港
の
人
』
で
は
言
葉
の
形
に
敏
感
な
読
み
手
以
外
に
は
仮
名
遣
い
の
手
入
れ
の
仕

方
に
気
が
つ
か
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
言
葉
を
水
平
に
す
っ
と
流
れ
て
行
か
せ
る

た
め
で
あ
る
。

　

口
語
の
響
き
に
つ
い
て
言
え
ば
、
北
村
自
身
晩
年
に
「
魚
屋
の
お
や
じ
さ
ん
と
客
と
の

や
り
と
り
、
喫
茶
店
で
隣
に
居
合
わ
せ
た
数
人
の
娘
さ
ん
た
ち
の
会
話
―
―
よ
う
す
る
に

生
き
の
い
い
こ
と
ば
の
交
換
だ
が
、
そ
れ
ら
に
耳
を
澄
ま
せ
て
、
わ
た
く
し
は
ず
い
ぶ
ん

勉
強
さ
せ
て
も
ら
っ
て
も
い
る
。
自
分
の
詩
や
文
章
に
採
り
入
れ
た
言
い
ま
わ
し
が
い
く

ら
か
あ
る
く
ら
い
だ
」（『
す
て
き
な
人
生
』、119

）
と
書
い
て
い
て
、『
港
の
人
』
の
地

の
声
の
中
に
市
井
の
人
び
と
の
声
が
残
響
し
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。
ま
た
『
港
の
人
』

執
筆
の
少
し
前
に
取
り
組
ん
だ
『
ふ
し
ぎ
の
国
の
ア
リ
ス
』
の
翻
訳
に
お
い
て
、
北
村
は

自
覚
的
に
（
き
わ
め
て
過
激
な
）
口
語
的
ス
タ
イ
ル
を
試
み
て
い
て
、
そ
の
実
験
が
詩
の

言
葉
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。「
20
」
に
お
け
る
「
パ
ジ
ャ
マ
の
ボ
タ

ン
を
い
じ
っ
て
る
」（65

）、「
こ
ん
ど
思
い
出
す
と
し
て
も
死
ぬ
と
き
に
き
ま
っ
て
る
」

（66

）、「
コ
ケ
み
た
い
な
緑
い
ろ
に
な
っ
て
る
」（66

）、「
ど
ん
な
に
悩
ん
で
た
っ
て
鳥

の
声
は
い
つ
も
と
お
ん
な
じ
だ
」（67

）
と
い
っ
た
文
体
は
、
同
世
代
の
詩
人
た
ち
に
は

聴
き
取
ら
れ
な
い
響
き
だ
っ
た
。

　

水
平
性
の
印
象
を
醸
し
出
す
『
港
の
人
』
の
詩
形
・
ス
タ
イ
ル
の
特
色
と
し
て
、
一
篇

の
詩
の
終
わ
り
方
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
本
来
閉
じ
る
べ

き
セ
ン
テ
ン
ス
を
閉
じ
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
。
た
と
え
ば
「
2
」
の
最
後
の
連
、「「
あ
ら

ぬ
こ
と
」
／
い
ず
れ
は
／
思
い
え
が
く
こ
と
も
な
く
な
っ
て
／
虫
の
息
だ
け
が
」（15

）、

「
9
」
の
「
ゆ
う
べ
見
た
夢
も
／
絵
で
な
く
て
／
こ
と
ば
で
帰
っ
て
こ
よ
う
と
し
て
」

（34

）、「
10
」
の
「
立
っ
た
ま
ま
／
食
べ
つ
づ
け
る
／
膜
を
く
ち
び
る
で
剥
が
し
て
」

（37

）、「
24
」
の
「
ひ
と
り
八
階
の
喫
茶
店
に
は
い
り
／
ほ
く
そ
え
む
／
つ
ち
け
色
に
な
っ

て
」（79

）
と
い
っ
た
詩
の
結
び
方
が
示
し
て
い
る
の
は
、
北
村
が
自
覚
的
に
詩
の
完
結

性
を
ほ
ど
き
、
ゆ
る
め
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
こ
う
し
た
文
体
の
レ
ベ
ル
で

は
な
く
、
ト
ピ
ッ
ク
の
選
び
方
や
締
め
括
り
の
余
韻
の
持
た
せ
方
の
よ
う
な
、
ブ
ロ
ッ
ク

状
の
配
慮
の
方
に
、
よ
り
詩
の
〈
閉
じ
な
さ
〉
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
5
」

に
お
い
て
、
冬
の
午
後
に
山
下
公
園
を
散
歩
し
て
「
ほ
ん
と
う
に
カ
モ
の
脚
み
た
い
な

葉
っ
ぱ
が
／
広
い
歩
道
に
た
く
さ
ん
落
ち
て
い
た
／
そ
の
う
え
を
歩
く
と
／
こ
の
世
で
な

い
み
た
い
な
た
よ
り
な
い
心
持
ち
が
す
る
」
と
記
さ
れ
た
あ
と
、
そ
れ
に
続
く
末
尾
の
五

行
に
、
詩
の
水
平
性
は
き
わ
ま
っ
て
い
る
。

　

い
い
天
気
で

　

た
め
い
き
も
出
そ
う
に
な
い

　

向
こ
う
か
ら

　

助
け
て
く
れ
そ
う
な
人
が



（45）

　
　
『
港
の
人
』
は
何
を
し
て
い
る
の
か
―
北
村
太
郎
の
表
現

490

　

う
な
だ
れ
て
や
っ
て
こ
よ
う
と
し
て
い
る　
（23

）

こ
こ
で
終
わ
る
詩
を
読
者
は
ど
う
受
け
と
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。「
助
け
て
く
れ
そ
う
な
人
」

と
は
詩
人
の
知
人
な
の
か
見
知
ら
ぬ
人
な
の
か
、「
う
な
だ
れ
て
」
い
る
と
は
ど
う
い
う

意
味
か
、
そ
の
人
が
「
や
っ
て
こ
よ
う
と
し
て
い
る
」
こ
と
は
い
い
こ
と
な
の
か
悪
い
こ

と
な
の
か
、
読
み
手
に
委
ね
ら
れ
た
ま
ま
詩
が
終
わ
る
。
読
者
の
関
心
は
読
み
な
が
ら
横

に
動
き
、
最
終
行
で
と
ま
ら
ず
に
、
詩
行
の
外
側
へ
と
運
動
し
続
け
る
と
い
う
意
味
で
、

こ
れ
は
陳
述
的
で
は
な
く
動
詞
的
な
詩
な
の
で
あ
る
。

３
．
度
合

　

北
村
太
郎
の
詩
が
水
平
性
を
め
ざ
す
と
は
、
理
念
的
な
次
元
に
お
い
て
は
い
か
な
る
こ

と
な
の
か
。
一
つ
の
答
え
は
、
彼
が
世
界
と
人
間
の
〈
生
〉
を
度
合
、
程
度
の
差
と
み
な

そ
う
と
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
こ
で
は
世
界
に
は
外
部
・
超
越

は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
外
か
ら
世
界
に
亀
裂
を
入
れ
、
持
続
を
截
ち
切
る
よ
う
な
垂

直
性
は
、
リ
ア
ル
で
な
い
も
の
と
し
て
詩
か
ら
拭
い
去
ら
れ
る
。

　
『
港
の
人
』
に
お
け
る
度
合
の
問
題
を
考
え
る
際
の
出
発
点
に
な
る
の
は
「
16
」
で
、

そ
の
第
二
連
で
北
村
は
「
ぼ
く
の
骨
髄
は
／
寒
暖
計
で
／
そ
れ
が
き
ょ
う
は
ず
い
ぶ
ん
低

い
と
お
も
う
／
水
銀
は
腰
の
あ
た
り
か
／
う
つ
む
い
て
歩
い
て
い
る
と
／
枯
葉
が
す
こ
し

舞
っ
て
、
し
つ
っ
こ
く
つ
い
て
く
る
」（53

）
と
書
い
て
い
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に

北
村
は
多
発
性
骨
髄
腫
を
発
病
し
て
い
て
、
身
体
の
異
状
の
感
覚
と
常
に
一
緒
に
生
き
て

い
た
。
リ
ア
ル
な
生
存
の
感
覚
を
も
と
に
詩
が
書
か
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
敏
感

な
身
体
を
一
個
の
基
準
（「
寒
暖
計
」）
と
し
て
彼
が
世
界
を
感
じ
考
え
た
こ
と
は
至
当
で

あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
寒
暖
計
」
に
も
と
づ
く
と
き
、
世
界
を
外
部
か
ら
裁
断
す
る
よ
う

な
観
念
は
ア
ン
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
後
景
に
退
か
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
か
ら
『
港
の
人
』

で
は
色
と
音
と
匂
い
に
対
し
て
意
識
的
な
の
だ
。「
24
」
の
冒
頭
の
三
行
「
黄
が
緑
に
ち

か
い
よ
う
に
／
死
は
／
ど
こ
ま
で
も
生
に
ち
か
く
て
」（77

）
は
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て

い
る
。
こ
の
身
体
に
と
っ
て
は
「
繊
維
の
立
て
る
音
で
も
／
け
っ
こ
う
そ
う
ぞ
う
し
い
も

の
」（78

）
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
世
界
に
せ
よ
人
の
生
活
に
せ
よ
感
覚
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ

ン
だ
け
で
対
処
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
北
村
は
弁
え
て
い
る
。
既
に
言
及
し
た
詩
だ
が

「
22
」
に
お
い
て
は
、「
現
象
を
／
た
と
え
ば
色
彩
と
お
も
う
こ
と
で
／
こ
こ
ろ
が
慰
め
ら

れ
る
こ
と
も
あ
る
／
い
く
つ
か
の
本
質
が
／
そ
れ
ぞ
れ
日
々
刻
々
く
ず
れ
て
い
く
と
し
て

も
／
白
／
黒
／
赤
／
そ
れ
ら
の
変
化
だ
け
で
生
き
て
い
く
の
に
事
足
り
る
」（71-72

）

と
書
き
始
め
ら
れ
た
詩
は
、「
で
も
／
色
彩
と
／
時
間
と
は
／
音
と
／
空
間
と
は
／
耐
え

が
た
い
関
係
に
し
か
あ
り
え
な
く
て
」（72-73

）
と
進
ん
で
い
く
。
こ
こ
で
は
「
本
質
」

と
は
観
念
の
謂
い
で
あ
り
、
た
と
え
そ
れ
が
「
1
」
の
詩
の
よ
う
に
退
隠
し
て
い
っ
て
も
、

身
体
に
も
と
づ
く
感
覚
に
よ
っ
て
度
合
の
「
変
化
」
だ
け
で
自
己
の
生
を
支
え
よ
う
と
す

る
こ
と
の
、
あ
る
種
の
挫
折
ぶ
り
が
示
さ
れ
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
観
念
＝
ロ
ゴ

ス
＝
本
質
＝
意
味
の
世
界
は
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
感
覚
の
記
述
は
観
念

の
運
動
と
の
あ
る
種
の
緊
張
関
係
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
21
」
で
は
、
眠
っ
て
い

る
間
に
も
頭
の
中
で
喋
っ
て
い
て
目
が
覚
め
た
あ
と
の
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

詩
が
終
わ
る
。

　

人
び
と
の
影
は

　

こ
と
ば
よ
り
先
に

　

も
う
と
っ
く
に
光
の
な
か
に
消
え
て
し
ま
っ
て
い
て

　

壁
は

　

き
の
う
よ
り
も
ず
っ
と
白
い　
（69-70

）

「
こ
と
ば
」
が
観
念
の
運
動
を
示
す
と
す
れ
ば
、
目
覚
め
て
そ
れ
が
退
行
し
て
い
く
に
つ

れ
て
感
覚
の
世
界
が
度
合
を
深
め
る
。
だ
が
な
ぜ
壁
が
比
較
級
と
し
て
「
き
の
う
よ
り
も

ず
っ
と
白
い
」
の
か
と
言
え
ば
、
寝
て
い
て
も
観
念
（「
こ
と
ば
」）
に
浸
食
さ
れ
て
い
る

そ
の
深
さ
に
応
じ
て
、
壁
の
白
の
色
彩
も
ま
た
深
み
、
度
合
を
濃
く
す
る
か
ら
で
あ
る
。

色
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
は
こ
こ
で
は
観
念
な
の
だ
。

　
『
港
の
人
』
が
最
も
重
視
す
る
感
覚
が
「
に
お
い
」
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。「
鼻

は
／
ま
だ
蚊
取
線
香
の
に
お
い
を
覚
え
て
い
て
」（「
2
」、14

）、「
煮
ら
れ
る
キ
ャ
ベ
ツ

と
タ
マ
ネ
ギ
と
コ
シ
ョ
ウ
の
に
お
い
が
／
ひ
ろ
が
る
」（「
10
」、36

）、「
に
お
い
だ
け
が

灰
に
残
っ
て
い
る
」（「
22
」、73

）、
と
い
っ
た
細
部
の
表
現
、
そ
れ
は
「
28
」
に
お
い
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て
極
ま
っ
て
い
る
。「
ジ
ン
チ
ョ
ウ
ゲ
が
に
お
う
」
と
い
う
一
行
か
ら
始
ま
る
詩
は
、
曇
っ

た
夜
に
懐
中
電
灯
だ
け
を
頼
り
に
し
て
歩
い
て
い
る
詩
人
の
姿
を
提
示
す
る
。「
砂
利
が

見
え
る
ほ
ど
の
大
き
な
ひ
び
割
れ
」
が
前
に
あ
る
の
が
光
で
見
え
て
「
つ
ん
の
め
っ
た
ら

た
い
へ
ん
だ
ぞ
」
と
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
る
。
詩
は
次
の
よ
う
に
終
わ
る
。

　

う
し
ろ
か
ら
だ
れ
か
が
来
る

　

こ
ち
ら
は
ゆ
っ
く
り
と
し
か
歩
け
な
い
か
ら

　

足
を
と
め
て

　

さ
き
に
い
か
せ
る

　

だ
れ
だ
ろ
う
？

　

懐
中
電
灯
を
空
に
向
け
た
っ
て
な
ん
の
意
味
も
な
い
の
に

　

そ
う
し
て
し
ま
う

　

死
と
は
固
有
名
詞
と
の
別
れ
で
あ
り

　

人
名
よ
、
地
名
よ

　

さ
よ
う
な
ら
、
っ
て
こ
と
だ

　

ち
ょ
っ
と
あ
の
世
に
い
る
気
分
に
な
れ
た
な
、
と
お
も
う

　

い
い
に
お
い
も
し
た
し　
（89-90

）

暗
闇
を
歩
く
こ
の
経
験
は
自
ら
の
死
の
予
行
演
習
を
す
る
寓
話
と
も
読
め
る
が
、
集
中
唯

一
ゴ
チ
ッ
ク
の
太
文
字
で
強
調
さ
れ
た
「
だ
れ
だ
ろ
う
？
」
は
、
あ
る
種
の
軽
い
戦
慄
、

恐
怖
の
感
覚
を
か
き
た
て
、
寓
話
の
中
の
死
神
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
か
す
か
に
呼
び
起

こ
す
。
す
れ
ち
が
う
人
は
「
い
い
に
お
い
」
を
さ
せ
て
い
る
の
で
、
女
性
で
あ
る
と
推
定

さ
れ
る
。
そ
れ
は
あ
の
世
な
ら
ぬ
こ
の
世
の
エ
ロ
ス
の
感
覚
、
生
の
感
覚
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
死
の
「
に
お
い
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
者
に
さ
し
だ
さ
れ
て

い
る
。「
い
い
に
お
い
も
し
た
し
」
と
い
う
付
け
足
し
の
よ
う
な
一
行
が
こ
の
詩
の
肝
で
、

「
に
お
い
」
と
い
う
度
合
を
表
す
感
覚
刺
戟
が
生
死
と
い
う
観
念
を
い
わ
ば
代
演
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
「
に
お
い
」
は
「
ど
こ
ま
で
も
生
に
ち
か
」
い
死
、
こ
の
世
に
内
在
す
る

死
の
表
現
な
の
で
あ
る
。

　

度
合
の
世
界
に
お
い
て
は
す
べ
て
は
単
独
で
佇
立
せ
ず
、
相
関
性
の
う
ち
に
在
る
。
距

離
（
遠
さ
と
近
さ
）、
速
度
（
速
さ
と
遅
さ
）、
概
念
の
対
に
な
る
よ
う
な
性
質
―
―
『
港

の
人
』
は
そ
う
し
た
も
の
の
表
現
に
貫
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
間
口
が
狭
く
奥
行
き
の

深
い
「
元
町
の
船
具
屋
」
に
つ
い
て
書
か
れ
た
「
17
」
に
お
い
て
、
客
は
物
を
買
お
う
と

し
て
も
「
お
や
じ
」
が
「
は
る
か
遠
く
に
す
わ
っ
て
い
る
」
た
め
に
た
め
ら
っ
て
し
ま
う

と
北
村
は
言
う
。「
ま
る
で
海
の
底
に
横
に
這
っ
て
沈
ん
で
い
く
よ
う
な
心
持
ち
に
な
る

／
ク
モ
の
巣
か
海
藻
か
／
え
た
い
の
知
れ
ぬ
細
い
も
の
が
体
に
巻
き
つ
き
／
日
の
暮
れ
に

な
っ
て
も
そ
こ
へ
た
ど
り
着
け
そ
う
に
な
い
」（57

）
と
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
通
常
の
現

実
感
覚
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
は
誇
張
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
北
村
は
客
の

一
人
に
身
を
潜
め
て
、
毎
日
を
堅
実
・
質
実
に
暮
ら
し
て
い
る
店
主
の
存
在
か
ら
の
心
理

的
な
距
離
の
感
覚
を
表
出
し
て
い
る
の
だ
。
個
人
の
主
観
に
お
い
て
、
距
離
は
物
理
的
な

も
の
で
は
な
く
、「
心
持
ち
」
次
第
で
伸
び
縮
み
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
同
様
に
時
間

も
ま
た
時
計
の
針
で
は
計
ら
れ
な
い
。
横
浜
港
か
ら
出
港
す
る
豪
華
客
船
ク
ィ
ー
ン
・
エ

リ
ザ
ベ
ス
二
世
号
を
見
物
人
に
混
じ
っ
て
見
送
る
詩
「
30
」
で
は
、
ゆ
っ
く
り
と
港
を
出

て
ゆ
く
船
の
様
子
が
細
か
に
記
さ
れ
る
。「
Ｑ
Ｅ
２
は
左
へ
ま
わ
っ
て
い
た
／
そ
れ
が

と
っ
て
も
遅
い
よ
う
に
も
意
外
に
速
い
よ
う
に
も
お
も
わ
れ
た
」（96

）
と
い
う
箇
所
が

示
す
の
は
、
人
の
主
観
に
と
っ
て
速
度
（
時
間
）
と
は
、
速
さ
と
遅
さ
と
が
切
り
離
し
得

な
い
形
で
結
ば
れ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
や
が
て
「
煙
突
の
け
む
り
は
し
だ
い

に
濃
く
な
り
／
Ｑ
Ｅ
２
は
ご
く
静
か
に
／
や
は
り
遅
い
よ
う
な
速
い
よ
う
な
速
度
で
港
か

ら
出
て
い
っ
た
／
人
生
の
一
日
は
い
つ
も
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
／
た
く
さ

ん
の
見
物
人
と
い
っ
し
ょ
に
／
ぼ
く
も
公
園
の
林
の
ほ
う
へ
引
き
返
し
た
」（97

）
と
記

さ
れ
る
。
或
る
時
に
は
速
く
或
る
時
に
は
遅
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
速
く
も
あ
り
遅

く
も
あ
る
の
だ
。
船
の
速
度
の
話
が
次
の
行
で
「
人
生
の
一
日
は
い
つ
も
あ
っ
と
い
う
間

に
終
わ
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
思
考
に
接
続
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
人
の
生
き
る
時
間
に

つ
い
て
の
詩
だ
か
ら
で
あ
り
、「
ぼ
く
も
」
と
言
う
よ
う
に
そ
れ
が
北
村
だ
け
の
問
題
で

は
な
く
、「
港
の
人
」
ぜ
ん
た
い
、
人
間
に
つ
い
て
の
話
だ
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
置
か

れ
た
「
33
」
の
第
二
連
で
、



（47）

　
　
『
港
の
人
』
は
何
を
し
て
い
る
の
か
―
北
村
太
郎
の
表
現

488

　

き
ょ
う
は
平
穏
な
一
日
だ
っ
た

　

窓
の
そ
と
が

　

う
す
暗
く
な
る
ま
で
雨
が
ふ
り
つ
づ
き

　

風
が
な
い
の
に

　

夜
な
か
に
か
け
て
ゆ
っ
く
り
や
ん
で
い
っ
た　
（108

）

と
い
う
ふ
う
に
「
一
日
」
が
振
り
返
ら
れ
る
と
き
、
こ
の
感
覚
は
無
論
死
を
自
覚
し
た
分

だ
け
詩
人
の
身
に
堪
え
る
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
に
せ
よ
、
様
々
な
暮
ら
し
を
営
む
読

者
み
な
の
腑
に
落
ち
る
と
こ
ろ
を
突
い
て
い
る
。

　
『
港
の
人
』
に
は
一
日
あ
る
い
は
そ
の
一
部
分
の
時
間
の
経
過
に
触
れ
た
も
の
が
多
い
。

「
29
」
で
は
「
坂
道
を
／
影
が
こ
ろ
が
っ
て
い
っ
て
か
ら
／
音
が
絶
え
た
／
ど
の
家
も
雨

戸
を
立
て
お
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
／
夕
日
は
／
と
り
か
え
し
が
つ
か
な
い
思
い
を
／
遠

い
橋
に
だ
け
／
ご
く
短
か
い
あ
い
だ
投
げ
か
け
て
い
た
」（91-92

）、「
21
」
で
は
「
き
ょ

う
は
一
日
／
風
が
つ
よ
く
吹
い
て
／
し
か
も
／
ひ
っ
き
り
な
し
に
向
き
が
変
わ
り
」（77-

78

）、「
13
」
で
は
「
日
な
た
に
い
て
も
影
が
で
き
な
い
一
日
が
終
わ
り
か
け
て
い
て
／

木
陰
で
み
ん
な
息
を
ひ
そ
め
て
い
る
」（43

）
な
ど
、
一
日
を
単
位
と
し
て
「
平
穏
」
と

名
づ
け
ら
れ
る
時
間
に
何
が
あ
る
の
か
を
北
村
は
見
つ
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
思
考
の
極

め
つ
け
は
「
4
」
の
詩
で
、「
都
市
」
の
明
快
な
形
態
に
つ
い
て
語
り
始
め
ら
れ
、「
物
に

は
／
ひ
と
つ
ひ
と
つ
ふ
さ
わ
し
い
名
が
つ
け
ら
れ
／
暗
渠
は
整
然
と
流
れ
／
そ
し
て
／
一

生
は
一
日
と
し
て
／
あ
り
つ
づ
け
る
」（20

）
と
記
さ
れ
る
。「
都
市
」
の
よ
う
な
マ
ク

ロ
な
視
点
か
ら
見
る
な
ら
人
の
「
一
生
」
は
何
事
も
な
し
で
、
ま
る
で
「
一
日
」
の
よ
う

に
過
ぎ
る
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
後
半
こ
の
詩
は
逆
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
に
転
ず
る
。「
鉄

道
か
ら
／
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
信
号
が
発
せ
ら
れ
／
不
在
を
確
認
し
て
ベ
ル
が
切
れ
る
寸
前
に

す
こ
し
感
情
を
し
め
す
電
話
は
／
光
の
お
わ
り
を
告
げ
よ
う
と
す
る
が
／
一
日
は
／
一
生

と
し
て
／
ま
も
な
く
／
ま
っ
た
く
同
じ
あ
す
を
夢
み
る
だ
け
で
あ
る
」（21

）。
電
話
の

ベ
ル
の
切
れ
際
の
音
の
描
写
が
、
読
者
の
関
心
を
一
気
に
ミ
ク
ロ
な
個
々
人
の
不
安
に
満

ち
た
時
間
感
覚
に
引
き
戻
す
。「
一
生
は
一
日
と
し
て
」
を
倒
置
し
た
「
一
日
は
／
一
生

と
し
て
」
と
い
う
表
現
は
ロ
ジ
ッ
ク
操
作
の
機
知
に
富
ん
だ
遊
び
で
は
な
い
。
個
人
の
生

存
に
関
わ
っ
て
み
れ
ば
、
一
日
が
「
一
生
」
の
よ
う
に
長
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
。
一
日

が
「
一
生
」
と
し
て
あ
る
と
、
そ
う
感
じ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
都
市

に
生
き
る
者
（「
港
の
人
」）
ぜ
ん
た
い
と
し
て
見
れ
ば
、
或
い
は
個
人
が
自
分
の
生
を
マ

ク
ロ
な
視
野
か
ら
離
れ
て
見
れ
ば
、「
ま
っ
た
く
同
じ
あ
す
を
夢
み
る
だ
け
」
だ
と
認
識

さ
れ
る
。
こ
の
詩
に
お
け
る
時
間
の
運
動
は
一
日
が
一
日
で
も
あ
り
一
生
で
も
あ
る
よ
う

に
、
長
く
も
短
く
も
あ
る
よ
う
に
振
れ
る
さ
ま
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
生
活
す
る

誰
に
と
っ
て
も
、
一
日
が
平
穏
に
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
の
在
り
方
を
言
い
当
て
て
い
る
。

　

一
日
が
一
生
で
あ
り
一
生
が
一
日
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
速
い
も
の
は
遅
い
も
の
で
あ

る
よ
う
に
、『
港
の
人
』
の
言
葉
は
周
到
な
文
体
を
練
り
あ
げ
て
い
る
。
た
と
え
ば
横
浜

の
港
内
一
周
遊
覧
船
に
乗
っ
て
、
夕
暮
れ
帰
港
す
る
と
き
の
経
験
を
書
い
た
「
25　

船
上

に
て
」
は
そ
の
最
上
の
例
で
あ
る
。
冒
頭
「
だ
れ
も
見
て
い
な
い
か
ら
／
心
配
す
る
こ
と

は
な
い
／
と
／
い
う
思
い
を
た
い
せ
つ
に
し
て
／
は
た
し
て
な
に
を
し
な
い
で
き
た
か
」

（80

）
と
綴
ら
れ
る
が
、
論
理
的
な
自
然
さ
か
ら
言
え
ば
こ
こ
は
「
は
た
し
て
な
に
を
し

て
き
た
か
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
続
く
三
行
、「
日
の
暮
れ
は
／
残
す
べ
か

ら
ざ
る
も
の
を
残
さ
ず
／
叫
び
声
を
薄
明
か
り
の
と
ど
ろ
き
で
聞
こ
え
な
く
し
な
い
よ
う

に
し
よ
う
と
し
な
い
」（81

）
で
更
に
こ
の
技
巧
は
加
速
す
る
。
自
然
さ
を
優
先
す
れ
ば

も
ち
ろ
ん
「
叫
び
声
を
薄
明
か
り
の
と
ど
ろ
き
で
聞
こ
え
な
く
は
さ
せ
な
い
」
と
で
も
な

る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。「
聞
こ
え
な
く
し
な
い
よ
う
に
」
は
「
聞
こ
え
な
く
す
る
よ
う
に
」

の
逆
転
表
現
で
あ
り
、「
し
よ
う
と
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
し
な
い
」
は
論
理
の
過
剰

な
畳
み
掛
け
で
読
者
の
読
む
速
度
を
遅
く
さ
せ
、
立
ち
止
ま
ら
せ
る
。
こ
の
詩
の
最
後
の

四
行
は
「
帰
る
べ
き
埠
頭
が
／
し
だ
い
に
近
づ
い
て
く
る
の
が
信
じ
ら
れ
な
い
／
見
え
る

も
の
が
／
見
え
な
く
な
る
よ
り
な
い
ほ
ど
遠
く
に
な
っ
て
い
か
な
い
と
は
！
」（81

）
で

あ
る
。
船
は
港
に
帰
る
の
だ
か
ら
埠
頭
が
近
づ
く
の
は
当
然
で
そ
れ
が
「
信
じ
ら
れ
な
い
」

と
い
う
の
は
、
船
上
に
い
る
北
村
の
身
体
に
お
け
る
固
定
と
移
動
の
感
覚
の
ミ
ス
マ
ッ
チ

の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
帰
ら
ず
に
船
に
乗
っ
た
ま
ま
流
れ
て
い
き
た
い
心
持
ち
の
反
映
で

も
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
自
然
さ
に
就
け
ば
「
見
え
る
も
の
が
／
見
え
て
く
る
よ
う
に
近
づ

い
て
く
る
と
は
！
」
と
で
も
な
り
、
手
の
こ
ん
だ
引
っ
く
り
返
し
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
意
図
的
に
仕
組
ま
れ
た
ね
じ
れ
た
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
の
考
案
は
、
北
村
に
と
っ
て
実
験
で

あ
っ
た
ろ
う
が
、
現
象
世
界
の
相
対
的
な
性
質
を
文
体
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
言
い
当
て
て
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い
る
。

　

こ
れ
に
類
し
た
こ
と
は
「
9
」
の
「
ゆ
う
べ
見
た
夢
を
お
ぼ
え
て
い
た
こ
と
を
お
ぼ
え

て
い
て
／
芯
の
夢
を
／
ち
っ
と
も
お
ぼ
え
て
い
な
い
と
記
憶
し
な
お
し
」（32

）
と
い
う

三
行
の
運
動
に
も
窺
わ
れ
る
。「
13
」
で
は
冒
頭
の
「
過
ぎ
去
っ
た
よ
ろ
こ
び
は
／
ま
だ

こ
な
い
悲
し
み
」（43

）
と
最
終
の
二
行
の
「
ま
だ
こ
な
い
よ
ろ
こ
び
は
／
過
ぎ
去
っ
た

悲
し
み
」（45

）
と
が
一
篇
の
詩
を
挟
む
よ
う
に
置
か
れ
て
い
る
。
或
い
は
「
12
」
で
は
、

「
と
く
に
に
ん
げ
ん
は
／
た
ま
し
い
の
ぶ
ん
だ
け
体
重
が
加
わ
っ
て
い
る
か
ら
／
抱
き

あ
っ
て
も
／
た
だ
の
重
さ
で
は
な
い
／
罪
の
ぶ
ん
だ
け
／
目
方
が
減
る
と
い
う
の
で
は
な

く
／
い
や
に
軽
く
な
っ
た
り
／
そ
う
か
と
お
も
う
と
／
た
が
い
に
／
と
つ
ぜ
ん
ず
っ
し
り

と
し
て
し
ま
っ
て
」（41-42

）
と
語
ら
れ
て
い
く
の
だ
が
、「
罪
の
ぶ
ん
だ
け
」
の
あ
と

は
「
目
方
が
増
え
る
」
で
な
け
れ
ば
論
理
的
に
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
れ
を
承
知
で
反
対
の

「
目
方
が
減
る
」
と
い
う
表
現
を
選
ぶ
こ
と
は
、「
罪
」
と
い
う
垂
直
的
な
倫
理
を
い
な
し

て
、
文
字
通
り
「
軽
く
」
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
相
対
的
な
度
合
の
領
す
る
世
界
で

は
重
い
と
軽
い
は
同
じ
も
の
の
表
現
な
の
だ
。
最
後
の
詩
「
33
」
で
は
、
ベ
ッ
ド
で
寝
て

い
て
水
の
滴
る
音
が
す
る
こ
と
に
対
し
て
「
水
で
な
け
れ
ば
／
な
ん
で
あ
り
う
る
か
」

（107

）
と
自
問
が
な
さ
れ
る
。
最
終
連
は
「
あ
れ
は
／
水
／
そ
う
に
き
ま
っ
て
い
る
／

そ
う
で
な
け
れ
ば
／
な
ん
で
あ
り
え
な
い
か
／
夢
の
な
か
の
答
え
が
い
く
つ
あ
っ
た
っ
て

／
ほ
か
の
い
ろ
で
あ
る
わ
け
が
な
い
／
あ
し
た
も
／
お
な
じ
い
ろ
の
天
気
で
あ
れ
ば
い

い
」（109-110

）
と
締
め
括
ら
れ
る
。「
な
ん
で
あ
り
う
る
か
」
と
「
な
ん
で
あ
り
え
な

い
か
」
の
倒
置
表
現
は
ひ
と
の
主
観
の
捉
え
方
の
相
対
性
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。「
き
ょ

う
は
平
穏
な
一
日
だ
っ
た
」
と
い
う
思
い
を
含
む
こ
の
詩
に
お
い
て
「
平
穏
」
と
は
「
不

穏
」
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
い
ろ
」
は
見
方
次
第
で
双
面
を
持
つ
だ
け
で
、「
お

な
じ
」
な
の
で
あ
る
。

　

砂
糖
が
溶
け
る
に
は
溶
け
る
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
た
の
は
ベ
ル
ク
ソ

ン
だ
っ
た
が
、
彼
が
考
究
し
た
伸
び
縮
み
す
る
持
続
の
時
間
の
在
り
よ
う
は
、『
港
の
人
』

の
時
間
の
在
り
よ
う
に
見
合
っ
て
い
る
。
超
越
は
な
く
、
す
べ
て
が
度
合
の
差
で
あ
る
し

か
な
い
世
界
に
生
き
る
こ
と
は
、
北
村
太
郎
に
と
っ
て
喜
び
や
自
由
だ
っ
た
か
。
最
初
の

妻
と
子
ど
も
の
突
然
の
水
死
の
体
験
を
初
め
と
し
て
、
死
は
北
村
の
主
題
上
の
常
数
だ
っ

た
と
考
え
れ
ば
、
観
念
の
タ
テ
の
切
れ
込
み
を
求
め
て
得
ら
れ
な
い
心
情
も
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
『
港
の
人
』
と
い
う
本
が
読
み
手
に
あ
る
種
の
喜
び
と
自
由
の
感
覚

を
与
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
こ
に
は
横
浜
の
「
港
」
と
い
う
ト
ポ
ス
が
介
在
し
て

い
る
。

４
．
港
の
必
要
性

　
『
港
の
人
』
に
お
い
て
詩
人
が
港
に
行
く
こ
と
は
、
二
方
向
に
働
く
。
一
方
で
そ
れ
は
、

他
人
と
は
共
有
で
き
な
い
、
自
己
の
生
死
に
ま
つ
わ
る
悩
み
を
抱
え
た
者
を
、
よ
り
孤
独

に
す
る
。「
7
」
は
そ
の
感
覚
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

　

無
は
一
つ
み
た
い
だ
け
れ
ど

　

じ
つ
に
た
く
さ
ん
あ
る

　

必
然
を
い
く
ら
細
か
に
砕
い
て
み
て
も

　

ち
っ
と
も

　

偶
然
は
で
て
こ
な
い

　

海
の
教
訓
は

　

と
て
も
き
び
し
い

　

で
も

　

も
っ
と
き
び
し
く
て
も
い
い
と
お
も
い
な
が
ら

　

午
後

　

や
ま
し
た
公
園
を
ひ
と
ま
わ
り
し
て

　

部
屋
に
帰
っ
て

　

静
物
の
位
置
を
す
こ
し
な
お
す　
（26-27

）

第
一
連
の
「
た
く
さ
ん
あ
る
」「
無
」
の
う
ち
の
一
つ
は
、
北
村
自
身
の
迫
り
来
る
死
で

あ
り
、
そ
れ
が
「
一
つ
」
で
な
い
の
は
、
自
己
の
死
は
自
分
だ
け
の
死
だ
か
ら
だ
。
第
二

連
の
「
必
然
」
を
自
己
の
病
と
死
の
必
然
性
だ
と
見
れ
ば
、「
偶
然
」
は
そ
の
必
然
性
か
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『
港
の
人
』
は
何
を
し
て
い
る
の
か
―
北
村
太
郎
の
表
現

486

ら
免
れ
て
病
が
治
癒
す
る
可
能
性
と
も
見
ら
れ
、
そ
れ
が
「
ち
っ
と
も
…
…
で
て
こ
な
い
」

こ
と
は
そ
の
ま
ま
絶
望
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
第
三
連
の
四
行
は
、「
お
も
い
な
が
ら
」

で
連
を
跨
い
で
、
次
の
二
行
ま
で
来
て
初
め
て
、
山
下
公
園
で
考
え
た
こ
と
だ
と
分
る
。

「
午
後
」
港
に
出
か
け
た
と
い
う
こ
と
は
、「
静
物
の
位
置
を
す
こ
し
な
お
す
」
の
は
夕
方

か
夜
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
海
の
教
訓
」
を
「
も
っ
と
き
び
し
く
て
も
い
い
」
と
思
う

の
は
、
そ
の
人
間
が
「
と
て
も
き
び
し
い
」
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
物
思

い
を
喚
起
し
た
の
が
横
浜
港
の
「
海
」
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
で
港
は
自
身
の
孤
独
の
度
合

を
い
っ
そ
う
深
め
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
詩
の
孤
独
感
が
く
っ
き
り
と
伝
わ
る

の
は
、「
部
屋
に
帰
っ
て
／
静
物
の
位
置
を
す
こ
し
な
お
す
」
の
二
行
の
、
ひ
と
を
寄
せ

つ
け
な
い
「
き
び
し
さ
」
の
せ
い
だ
。
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る
詩
人
は
お
そ
ら
く
「
無
」

（
と
い
う
「
必
然
」）
に
対
面
す
る
の
を
避
け
る
よ
う
に
「
午
後
／
や
ま
し
た
公
園
を
ひ
と

ま
わ
り
」
し
た
に
違
い
な
い
。
結
果
と
し
て
（
く
だ
も
の
や
食
器
と
は
表
現
さ
れ
な
い
）

「
静
物
」
の
位
置
が
意
識
化
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
詩
人
の
感
覚
が
殆
ど
病
的
に
研

ぎ
澄
ま
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
静
物
の
「
位
置
」
は
「
な
お
さ
れ
る
」
の
だ
が
、「
な
お
す
」

と
言
う
以
上
、
本
来
あ
る
べ
き
「
位
置
」
が
あ
り
、
修
整
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も

た
だ
「
な
お
す
」
の
で
は
な
く
、「
す
こ
し
」
な
お
す
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
で
、
一
種
の

神
経
症
的
な
精
神
の
動
き
が
前
景
化
さ
れ
る
。

　

同
様
の
こ
と
は
港
で
「
カ
モ
メ
が
い
っ
ぱ
い
舞
っ
て
」
い
る
の
を
見
て
い
た
経
験
を
語

る
「
11
」
に
も
言
え
る
。
最
終
連
が
「
カ
モ
メ
は
と
っ
て
も
い
い
目
を
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
／
見
て
い
る
う
ち
に
／
こ
ち
ら
は
だ
ん
だ
ん
目
が
見
え
な
く
な
っ
て
き
た
よ
／
い
い

加
減
に
し
て
く
れ
よ
／
あ
ん
ま
り
正
常
な
行
な
い
を
見
て
い
る
と
／
人
っ
て
も
の
は
／
退

廃
的
に
な
る
ん
だ
」（39-40

）
と
終
わ
る
こ
の
詩
で
は
、「
ひ
ど
く
冷
た
い
強
風
」（38
）

の
中
で
詩
人
が
そ
れ
を
観
察
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
彼
が
な
ぜ
「
ヨ
ッ
ト
パ
ー
カ
の
フ
ー

ド
を
す
っ
ぽ
り
か
ぶ
っ
て
」
ま
で
「
目
だ
け
を
い
そ
が
し
く
動
か
し
て
い
る
」（39

）
の

か
を
考
え
れ
ば
、
語
り
手
の
孤
独
の
濃
さ
、
も
っ
と
言
え
ば
あ
る
種
の
鬱
の
精
神
状
態
が

察
せ
ら
れ
て
く
る
と
い
う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
北
村
は
一
九
八
四
年
の
エ
ッ
セ
イ
の

中
で
「
た
ま
に
ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
を
頭
に
か
け
て
街
を
散
歩
す
る
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
。

㋒
、
つ
ま
り
鬱
状
態
の
と
き
な
ど
、
そ
う
や
っ
て
街
や
港
へ
行
く
と
、
こ
れ
は
ど
ん
な
最

新
式
医
薬
よ
り
も
効
果
が
あ
る
―
―
と
い
う
こ
と
は
㋒
の
限
り
な
い
頂
点
に
ま
で
自
己
を

引
き
つ
れ
て
い
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
㋒
か
ら
自
分
を
解
き
放
つ
に
は
、
そ
れ
が
い

ち
ば
ん
効
果
的
な
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
（「
詩
を
書
く
〈
い
ま
〉」、『
詩
へ
詩
か
ら
』

所
収
、23

）。
自
我
の
集
中
か
ら
来
る
一
種
の
鬱
状
態
に
と
っ
て
、
た
と
え
ば
山
下
公
園

に
散
歩
に
行
く
こ
と
は
そ
の
治
療
行
為
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
。
一
九
八
四
年
の
エ
ッ
セ
イ

で
は
「
人
の
内
部
は
幾
重
に
も
襞
が
か
さ
な
っ
て
複
雑
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
内
な
る
心

へ
の
目
が
き
び
し
い
の
は
望
ま
し
い
け
れ
ど
、
何
事
も
程
度
問
題
で
あ
る
。
近
ご
ろ
内
向

の
度
合
い
の
人
が
多
く
、
し
ま
い
に
は
内
閉
に
ま
で
至
っ
て
し
ま
う
例
も
珍
し
く
な
い
。

こ
う
な
っ
て
は
内
部
へ
の
目
差
し
も
病
的
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
正
直
な
話
、
わ
た
く

し
自
身
に
も
そ
の
気
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
種
の
〈
内
閉
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
〉
を
打

ち
く
ず
す
に
は
、
な
に
よ
り
も
新
鮮
な
外
部
と
の
接
触
が
た
い
せ
つ
で
あ
る
よ
う
に
思

う
。」（「
て
ん
と
う
虫
」、『
う
た
の
言
葉
』
所
収
、157

）
と
書
か
れ
て
い
た
。
山
下
公

園
で
カ
モ
メ
を
見
る
こ
と
は
北
村
な
り
の
外
部
と
の
接
触
の
試
み
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

「
内
閉
」
が
外
部
と
触
れ
合
う
と
こ
ろ
で
「
11
」
の
詩
は
成
立
し
て
い
て
、「
と
っ
て
も
い

い
目
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
思
う
の
は
外
部
の
治
療
的
作
用
の
な
せ
る
業
で
あ

り
、「
退
廃
的
に
な
る
」
の
は
「
内
閉
」
の
働
き
が
勝
る
か
ら
で
あ
る
。

　

港
の
も
う
一
つ
の
働
き
が
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
。
一
九
八
三
年
六
月
の
「
飯
島
耕
一
君

へ
の
手
紙
」
の
最
後
で
、
近
い
う
ち
に
囲
碁
を
と
誘
い
な
が
ら
「
少
し
落
ち
つ
い
た
ら
、

ぜ
ひ
一
局
か
こ
み
た
い
ね
。
放
心
状
態
に
な
り
た
い
ん
だ
よ
、
ぼ
く
は
。
そ
れ
に
は
囲
碁

が
な
に
よ
り
な
ん
だ
ね
。」（『
詩
へ
詩
か
ら
』
所
収
、43

）
と
北
村
は
言
っ
て
い
る
が
、

自
己
を
充
満
し
た
も
の
と
感
じ
ず
、
む
し
ろ
空
虚
で
へ
こ
ん
だ
も
の
と
見
て
い
た
彼
に

と
っ
て
、「
放
心
」
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
。「
5
」
に
お
い
て
山
下
公
園
の
銀
杏
の
落
ち
葉

の
上
を
歩
い
て
「
こ
の
世
で
な
い
み
た
い
な
た
よ
り
な
い
心
持
ち
が
す
る
／
い
い
天
気
で

／
た
め
い
き
も
出
そ
う
に
な
い
」（23

）
と
記
さ
れ
た
箇
所
を
想
起
し
よ
う
。
ま
た
こ
れ

も
既
に
引
い
た
港
内
一
周
の
遊
覧
船
に
乗
っ
た
と
き
の
詩
「
25
」
の
「
帰
る
べ
き
埠
頭
が

／
し
だ
い
に
近
づ
い
て
く
る
の
が
信
じ
ら
れ
な
い
／
見
え
る
も
の
が
／
見
え
な
く
な
る
よ

り
な
い
ほ
ど
遠
く
に
な
っ
て
い
か
な
い
と
は
！
」（81

）
と
い
う
結
び
の
箇
所
も
、
こ
の

視
点
か
ら
も
う
一
度
再
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
遊
覧
船
に
乗
る
と
き
の
少
し
浮
き
立

つ
心
持
ち
は
誰
も
が
経
験
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ゆ
る
や
か
な
海
上
の
運
動
は
近
く
の
水
を

見
る
限
り
、
進
ん
で
い
る
か
退
い
て
い
る
か
迷
わ
せ
ら
れ
る
。
一
周
ま
わ
る
と
き
、
さ
っ
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き
は
右
手
に
あ
っ
た
も
の
が
左
手
に
近
づ
い
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
夕
陽
の
注
ぎ
始
め
る

海
で
、
光
と
潮
風
と
匂
い
、
景
色
と
色
彩
と
が
人
の
主
観
を
充
満
さ
せ
る
。
そ
の
と
き
に

「
放
心
」
は
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
。
船
が
帰
港
し
か
か
る
と
き
、「
帰
る
べ
き
埠
頭
が
／
し

だ
い
に
近
づ
い
て
く
る
の
が
信
じ
ら
れ
な
い
」、
と
言
う
よ
り
も
「
放
心
」
か
ら
「
内
閉
」

の
自
己
へ
と
帰
る
の
が
嫌
で
、
信
じ
た
く
な
い
気
持
ち
に
な
る
の
も
自
然
な
こ
と
だ
。
そ

こ
で
は
人
間
の
自
我
の
内
へ
の
集
中
は
一
旦
停
止
さ
せ
ら
れ
、「
外
部
と
の
接
触
」
が
充

満
す
る
。
海
は
個
々
人
の
小
さ
な
自
我
の
形
を
な
く
さ
せ
る
、
拡
散
す
る
不
定
の
場
所
で

あ
る
。
港
は
不
定
の
海
と
人
と
が
共
存
す
る
汀
で
あ
り
、
観
念
と
自
然
と
の
、
個
と
よ
り

大
き
な
も
の
と
の
、
臨
界
と
し
て
在
る
。
臨
界
で
凝
固
し
が
ち
な
精
神
は
ゆ
る
め
ら
れ
、

つ
か
の
ま
不
定
の
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
状
態
で
た
だ
よ
う
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
だ）4
（

。

　

そ
し
て
港
は
が
ん
ら
い
共
同
の
場
所
、
英
語
で
言
う
と
こ
ろ
のcom

m
on

な
の
で
あ

る
。
公
園
も
埠
頭
も
誰
の
も
の
で
も
な
い
。
歴
史
の
堆
積
と
と
も
に
個
人
を
包
摂
す
る
、

個
を
越
え
た
大
き
な
場
で
あ
る
。「
た
く
さ
ん
の
見
物
人
と
い
っ
し
ょ
に
」
Ｑ
Ｅ
２
の
出

航
を
見
て
「
ぼ
く
も
公
園
の
林
の
ほ
う
へ
引
き
返
し
た
」（97

）
と
語
ら
れ
る
「
30
」
が

示
す
の
は
、
自
ら
もone of them

に
な
っ
て
放
心
す
る
こ
と
の
歓
び
で
あ
り
、
彼
の
コ

ン
ラ
ッ
ド
に
つ
い
て
の
物
思
い
は
彼
一
人
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
思
考
も
港
と
い
う

共
同
存
在
が
あ
れ
ば
こ
そ
生
ま
れ
る
。「
17
」
に
お
い
て
、
店
の
遠
い
奥
に
い
て
た
ど
り

着
け
な
い
船
具
屋
の
店
主
に
つ
い
て
「
し
か
し
船
具
屋
の
お
や
じ
は
／
は
る
か
遠
い
と
こ

ろ
で
た
し
か
に
存
在
し
て
い
る
／
通
行
人
は
み
ん
な
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
」（58

）
と
言

わ
れ
る
と
き
、
港
町
の
通
行
人
の
「
み
ん
な
」
が
共
通
に
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け

で
な
く
、「
通
行
人
」
の
一
人
で
あ
る
詩
人
自
身
の
、「
船
具
屋
の
お
や
じ
」
が
そ
こ
に
共

に
存
在
し
て
い
る
事
実
の
認
識
が
問
題
な
の
だ
。「
船
具
屋
の
お
や
じ
」
が
そ
こ
に
共
存

し
て
い
る
こ
と
は
意
味
を
越
え
て
い
る
。
港
は
個
よ
り
も
大
き
い
だ
け
で
な
く
、
意
味
よ

り
も
大
き
い
の
だ
。
そ
の
ト
ポ
ス
に
触
れ
て
い
る
感
覚
が
詩
集
全
体
に
瀰
漫
し
て
い
る
こ

と
で
、『
港
の
人
』
は
特
別
に
ゆ
た
か
な
詩
集
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
我
々
は
最
後
に
「
港
の
必
要
性
」
と
い
う
観
点
に
逢
着
す
る
。
悩
み
を
持
ち
鬱

に
陥
り
が
ち
な
孤
独
な
個
人
は
、
自
力
で
は
そ
れ
を
忘
れ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

観
念
の
垂
直
な
行
使
に
よ
っ
て
は
そ
れ
は
癒
さ
れ
な
い
。
自
己
の
共
存
在
の
在
り
方
、
自

己
を
超
え
た
場
＝
ト
ポ
ス
、
港
と
い
う
境
界
域
で
少
し
自
己
を
遊
ば
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
鬱
は
完
治
し
な
い
ま
ま
で
、
苦
悩
を
背
負
い
な
が
ら
、
個
は
生
の
一
日
を
、
あ
し
た

も
同
じ
色
で
あ
る
こ
と
を
望
み
つ
つ
、
生
き
の
び
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
北
村
の
別

の
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
詩
の
タ
イ
ト
ル
の
言
葉
を
使
え
ば
、factual

で
あ
る
と
と
も
に

actual

な
性
格
を
持
つ
生
の
在
り
よ
う
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、「
港
」
の
語
で
示
さ
れ

る
よ
う
な
場
が
津
波
や
原
発
事
故
で
破
壊
さ
れ
た
と
き
、
人
は
行
き
場
を
う
し
な
っ
て
、

袋
小
路
の
よ
う
な
隘
路
に
追
い
や
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
唐
突
な
物
言
い
に
聞
こ
え
る
だ
ろ
う

が
、
私
に
は
自
然
に
繋
が
る
発
想
で
あ
る
。
観
念
（
意
味
）
は
文
明
や
国
家
を
批
判
す
る

た
め
に
依
然
と
し
て
必
要
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
す
ま
な
い
。「
港
」
が
在
る
こ
と
、
人

が
「
港
の
人
」
に
な
る
こ
と
が
、
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
も
意
味
深
い
所
以
で
あ
る
。

　

※
注

（
1
）　

岩
佐
な
を
の「
ヨ
コ
ハ
マ
に
て
」
は
こ
の
配
列
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

（
2
）　

北
村
太
郎
に
つ
い
て
は
数
多
の
エ
ッ
セ
イ
・
批
評
が
あ
り
、『
港
の
人
』
に
特
化
し
た
批
評
も

幾
つ
か
存
在
し
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
学
ぶ
べ
き
点
が
多
々
あ
る
。（
多
く
が『
北
村
太
郎
の
全
詩
篇
』

の
別
冊『
詩
人　

北
村
太
郎
』
の
巻
末
に「
参
考
文
献
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。）
し
か
し『
港

の
人
』
に
絞
っ
た
本
論
の
具
体
的
な
論
点
お
よ
び
論
証
に
と
っ
て
、
避
け
て
通
れ
な
い
と
考
え
ら

れ
る
指
摘
は
見
出
せ
な
か
っ
た
た
め
、
本
文
で
言
及
を
し
て
い
な
い
。
不
遜
な
態
度
に
見
え
る
と

し
た
ら
ご
容
赦
願
い
た
い
。

（
3
）　

横
木
徳
久
は「
他
界
へ
の
一
瞥
」
で
田
村
と
北
村
の
詩
を
断
言
の
有
無
と
い
う
点
で
比
較
し
て

い
る
。

（
4
）　

私
の
言
う
意
味
と
は
違
う
が
、
稲
川
方
人
は
エ
ッ
セ
イ「
距
離
な
き『
臨
界
』
を
歩
く
人
」
で
北

村
を「
こ
の
世
の『
臨
界
』
を
歩
く
人
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。

※
引
用
文
献　
　
（
ペ
ー
ジ
数
は
本
文
中
の
丸
か
っ
こ
内
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
し
た
）

北
村
太
郎
、『
港
の
人
』（
思
潮
社
、
一
九
八
八
年
）

―
―
―
―
、『
詩
へ
詩
か
ら
』（
小
沢
書
店
、
一
九
八
五
年
）

―
―
―
―
、『
う
た
の
言
葉
』（
小
沢
書
店
、
一
九
八
六
年
）

―
―
―
―
、『
す
て
き
な
人
生
』（
思
潮
社
、
一
九
九
三
年
）



（51）

　
　
『
港
の
人
』
は
何
を
し
て
い
る
の
か
―
北
村
太
郎
の
表
現

484

―
―
―
―
、『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
ジ
ャ
ー
ニ
ー　

あ
る
詩
人
の
生
涯
』（
草
思
社
、
一
九
九
三
年
）

田
村
隆
一
、『
奴
隷
の
歓
び
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
四
年
）

稲
川
方
人
、「
距
離
な
き
『
臨
界
』
を
歩
く
人
」、『
北
村
太
郎
の
仕
事
１
』、「
月
報
」、
思
潮
社
、
一
九

　

九
〇
年
）
一
二
―
一
四
頁

岩
佐
な
を
、「
ヨ
コ
ハ
マ
に
て
」、『
詩
人
北
村
太
郎
』（
編
者
・
北
村
太
郎
の
全
詩
篇
刊
行
委
員
会
、『
北

　

村
太
郎
の
全
詩
篇
』
別
冊
、
飛
鳥
新
社
、
二
〇
一
二
年
）、
一
七
六
―
七
九
頁

横
木
徳
久
、「
他
界
へ
の
一
瞥
」、『
詩
人　

北
村
太
郎
』（
同
右
）、
一
六
四
―
六
九
頁
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What is Minato-no-Hito Doing ?: Expressions of KITAMURA Taro

Masaki HORIUCHI 

Abstract
　This article discusses Minato-no-Hito (Man at Harbor), a collection of poems by KITAMURA Taro, pub-
lished in 1988, focusing on the unique characteristics of the textual expressions. In the first section I 
discuss the subject of the book by taking into consideration not only the meanings but also the expressions 
about sense supporting them, such as smell, sound, and color. The poems were written just after KITA-
MURA was notified of his fatal disease, a kind of a myeloma. In consequence they became streaked with 
various expressions of anxiety and suspense caused by impending death. The book indicates the realization 
of his floating midstream with both trepidations and a sense of humor. The second section examines the ver-
bal features of the poems as moving horizontally, and tries to comprehend the meaning of it. In doing so I 
compare it with a poetry book by TAMURA Ryuichi, Dorei-no-Yorokobi (Pleasures of Slaves), published in 
1984. The gist of the comparison is the forms of lines and words and the movements of the reader's atten-
tion caused by them. The contrast between TAMURA's verticality and KITAMURA's horizontality is quite 
conspicuous; whereas verticality involves his setting a temporal standpoint outside the world, making a play-
ful judgment with a kind of male-centered pose, KITAMURA's poems imply that the world has no outside. In 
the third section, I examine his expressions of the world image: space imbued with various degrees without 
interventions of idea. KITAMURA uses sense-perceptions exquisitely (and often humorously) in order to 
blur the sharp contour of death as if he can dissolve the idea into subtle and gradual mutation. The final 
section stresses the importance of the harbor of Yokohama: the border zone full of human liveliness and 
natural phenomena, where the poet can feel a special relief for a while. Minato-no-Hito shows us the need 
for such places even today.




