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扉　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
　
田
　
　
勉

入
口
の
ガ
ラ
ス
の
扉
に

階
段
を
の
ぼ
る
遠
い
昔
の
姿
が

映
っ
て
い
る

本
日
休

扉
の
取
っ
手
に
ぶ
ら
下
が
っ
た
木
札
に

か
す
れ
た
赤
い
三
文
字
と

判
読
で
き
な
い
ひ
と
文
字
が
お
さ
ま
っ
て
い
た

　

そ
ん
な
に
遠
い
わ
け
で
も
な
い
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あ
る
日

　

意
識
す
る
こ
と
の
無
か
っ
た

　

い
ち
に
ち
は

　

ま
る
で
助
詞
の
無
い
文
節
の
よ
う
に

　

小
気
味
よ
く

　

短
く

　

今い
ま

様よ
う

の
思
考
に
沿
っ
て
変
化
し

　

ど
こ
か
未
消
化
の
ま
ま

　

隠
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ

　

扉
を
開
け
れ
ば

　

そ
の
向
こ
う
側
で　

　

居
場
所
を
追
わ
れ
た
そ
の
時
々
の
眼
が

　

古
い

　

古
く

　

古
か
っ
た

　

も
の
た
ち
と
重
な
っ
て

　

待
ち
受
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
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階
段
の
一
段
ご
と
に
現
れ
て
は

背
後
に
展
開
し
て
い
く
鏡
映
反
転
の
街

誰
も
い
な
い
小
路

い
つ
か
夢
に
出
て
き
た

知
ら
な
い
家
並
み
の

そ
の
先

が霞
ん
で
い
る

開
か
な
い
扉

扉
に
映
る
相
似
の
人ひ
と

影か
げ

とそ
れ
を
覆
う
虚
像
の
家
並
み

木
札
の

欠
け
て
い
る
ひ
と
文
字
が

み
え
た
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よ
う
な
気
が
す
る
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生
活
の
柄
（
28
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
　
山
　
　
仁

　
　

あ
な
た
の
た
め
に

　
　

そ
し
て
ぼ
く
の
た
め
に

　
　

そ
し
て
み
ん
な
の
た
め
に

　
　

そ
し
て
こ
の
地ほ

球し

の
た
め
に

　
　
　
　

＊
「
華
頂
宮
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
締
め
の
こ
と
ば

　
　腰

痛
で

重
い
も
の
を
も
て
な
い
男
は

老
母
の
残
し
た
杖
で
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地
面
を
さ
さ
え
る

も
ろ
く
な
り

く
ず
れ
て
い
く
骨

や
が
て

酸
性
の
土
壌
で

父
母
の
魂
に
か
え
っ
て
い
く

地
球
に
も
ど
る

新
し
い
種
子
が

う
ま
れ
る
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  「
ガ
ザ
に
地
下
鉄
が
走
る
日
」
を
読
ん
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

細
部
　
俊
作

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

岡　

真
理　

著　

　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
一
八
年
一
一
月
み
す
ず
書
房
刊　

　

　

著
者
は
、パ
レ
ス
チ
ナ
の
現
地
訪
問
や
ウ
ェ
ブ
上
で
の
交
流
、

通
訳
と
し
て
の
活
動
を
通
じ
て
、
多
く
の
人
と
交
流
を
重
ね
て

き
た
。
例
え
ば
難
民
キ
ャ
ン
プ
で
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
っ
て
虐
殺

さ
れ
た
犠
牲
者
の
遺
族
、
学
生
、
日
本
人
を
含
む
現
地
の
医
師
、

映
画
監
督
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
現
地
か
ら
来
日
し
て
講
演
し
た

活
動
家
や
演
劇
人
等
々
。
ま
た
、
ガ
ザ
を
テ
ー
マ
に
し
て
自
身

が
主
宰
す
る
朗
読
劇
上
演
な
ど
に
よ
っ
て
も
パ
レ
ス
チ
ナ
と
か

か
わ
っ
て
き
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
書
か
れ
た
こ
の
本
は
、
人
び
と
が
ガ
ザ
地

区
で
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
突
き
詰
め
、
閉
鎖
下
に

あ
る
ガ
ザ
市
民
の
解
放
を
訴
え
る
も
の
だ
っ
た
。
私
は
パ
レ
ス

チ
ナ
に
関
す
る
知
識
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
か
っ
た
せ
い
か
、
そ

こ
に
生
き
る
人
た
ち
の
境
遇
の
あ
ま
り
の
過
酷
さ
に
驚
き
を
も

ち
な
が
ら
読
ん
だ
。

　　

パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
の
ガ
ザ
地
区
は
地
中
海
に
面
し
、
南
北

約
四
〇
キ
ロ
、
東
西
約
一
〇
キ
ロ
、
面
積
は
三
六
五
平
方
キ
ロ
。

こ
の
狭
い
と
こ
ろ
に
二
二
〇
万
人
が
暮
ら
し
て
き
た
。
イ
ス
ラ

エ
ル
は
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
と
ガ
ザ
地
区
を
強
固
な
分
離
壁

を
め
ぐ
ら
し
て
封
鎖
し
た
。
西
岸
地
区
で
は
、
専
ら
入
植
イ
ス

ラ
エ
ル
人
用
の
水
源
確
保
の
た
め
、
一
九
四
九
年
の
合
意
に
基

づ
く
停
戦
ラ
イ
ン
を
越
え
て
壁
が
築
か
れ
た
。
ガ
ザ
か
ら
の
漁

獲
水
域
は
制
限
さ
れ
、
漁
船
が
そ
れ
を
越
え
る
と
銃
撃
さ
れ

る
。
封
鎖
に
よ
っ
て
建
築
資
材
が
入
っ
て
こ
な
い
た
め
、
爆
撃

で
破
壊
さ
れ
た
下
水
処
理
施
設
の
再
建
が
で
き
な
い
。
電
力
不

足
で
ポ
ン
プ
が
稼
働
し
な
い
た
め
大
雨
が
降
る
と
低
地
で
は
下

水
が
氾
濫
し
て
洪
水
が
起
き
る
。
そ
ん
な
と
き
大
半
の
上
水
道

に
は
汚
水
が
混
じ
る
。
こ
の
地
域
に
病
弱
の
人
が
多
い
の
は
そ

れ
が
原
因
だ
と
い
わ
れ
る
。
電
気
は
時
間
制
限
が
敷
か
れ
、
域

外
と
の
交
易
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
許
可
の
範
囲
内
で
し
か
行
え
な
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い
…
…
。
こ
れ
ら
は
〝
野
外
監
獄
〟
な
ど
と
呼
ば
れ
る
パ
レ
ス

チ
ナ
の
状
況
の
ほ
ん
の
一
例
な
の
だ
ろ
う
。

　

ガ
ザ
市
民
の
暮
ら
し
は
、
一
応
平
和
な
こ
の
日
本
で
暮
ら
し

て
い
る
身
に
は
、
肌
で
実
感
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
想
像
に

よ
っ
て
す
ら
近
づ
け
な
い
過
酷
さ
な
の
だ
と
思
っ
た
。
来
日
し

た
パ
レ
ス
チ
ナ
人
画
家
が
、
日
本
人
が
生
き
て
、
暮
ら
し
て
い

る
姿
を
見
て
語
っ
た
「
こ
れ
が
、
人
間
が
生
き
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
、
こ
れ
ま
で
ガ
ザ
で
、
ひ
と
た
び
も
人

間
と
し
て
生
き
た
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
に
は
胸

を
突
か
れ
た
。　

　

ガ
ザ
市
民
の
精
神
状
況
も
変
化
し
、
危
機
的
な
く
ら
い
に
荒

ん
で
き
た
と
い
う
。
精
神
科
の
診
察
室
で
は
、
絶
望
を
訴
え
る

声
が
絶
え
な
い
と
い
う
。
か
つ
て
は
連
帯
意
識
が
あ
り
、
善
良

で
強
い
人
間
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
が
、
最
近
は
、
方
々
で
内

輪
も
め
が
あ
り
、
互
い
を
責
め
立
て
、
罵
り
あ
っ
て
い
る
。
自

分
の
利
益
だ
け
を
主
張
し
、
家
族
で
さ
え
助
け
合
わ
な
い
。
人

間
性
が
他
者
の
痛
み
を
知
る
力
だ
と
す
る
な
ら
、
私
た
ち
は
そ

れ
を
失
い
つ
つ
あ
る
の
か
、
と
問
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
十

年
以
上
に
も
わ
た
る
封
鎖
は
、
彼
ら
に
最
後
に
残
さ
れ
た
人
間

性
を
も
剥
奪
し
よ
う
と
し
て
い
る
…
…
。

　

そ
し
て
、
ガ
ザ
の
若
者
た
ち
の
間
で
は
薬
物
依
存
に
加
え
、

自
殺
も
急
増
し
て
い
る
ら
し
い
。
石
油
を
か
ぶ
っ
て
、
自
ら
に

火
を
つ
け
る
。
壁
の
中
に
貧
困
と
と
も
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
彼

ら
は
、
生
き
る
よ
り
死
ぬ
方
が
ま
し
だ
と
考
え
る
。
イ
ス
ラ
ー

ム
の
宗
教
的
禁
忌
を
犯
し
て
地
獄
に
落
ち
る
こ
と
と
、
封
鎖
下

の
生
き
地
獄
を
生
き
る
こ
と
の
間
に
、
も
は
や
違
い
が
見
い
出

せ
な
い
若
者
た
ち
。

　

ガ
ザ
を
統
治
し
て
き
た
ハ
マ
ー
ス
は
当
初
は
民
主
的
だ
っ
た

が
、
こ
の
一
〇
年
以
上
強
権
的
か
つ
独
裁
的
と
な
り
、
腐
敗
し

た
集
団
に
堕
し
て
し
ま
っ
た
。
若
者
を
は
じ
め
二
〇
〇
万
の
パ

レ
ス
チ
ナ
人
を
絶
望
か
ら
救
お
う
と
せ
ず
、
ガ
ザ
に
お
け
る
自

分
た
ち
の
政
治
権
力
を
維
持
す
る
こ
と
し
か
念
頭
に
な
い
。
そ

れ
は
西
岸
の
フ
ァ
タ
ハ
政
権
も
同
様
だ
と
著
者
は
指
摘
し
て
い

る
。

　

去
年
一
〇
月
初
め
、
イ
ス
ラ
ム
組
織
ハ
マ
ス
の
戦
闘
員
な

ど
が
イ
ス
ラ
エ
ル
側
を
急
襲
し
、
千
人
以
上
を
殺
害
し
、
約

二
〇
〇
人
を
人
質
に
奪
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
が

行
っ
た
大
規
模
な
報
復
と
人
質
奪
還
作
戦
に
お
け
る
相
次
ぐ
破

壊
と
殺
戮
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
非
難
さ
れ
る
ほ
ど
で
、
そ
れ
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は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
。
死
者
は
三
万
人
を
超
え
た
と
い
わ

れ
る
。
人
道
な
ど
の
モ
ラ
ル
と
か
国
連
機
関
の
裁
定
と
い
っ
た

規
範
と
な
る
は
ず
も
の
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
擁
護
す
る
ア
メ
リ

カ
が
壁
に
な
っ
て
機
能
せ
ず
、
無
力
化
し
て
い
る
。
そ
ん
な
姿

を
い
つ
ま
で
見
せ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。　

　　

著
者
は
、
外
語
大
で
ア
ラ
ビ
ア
語
専
攻
、
カ
イ
ロ
大
留
学
、

モ
ロ
ッ
コ
の
日
本
大
使
館
勤
務
、
地
中
海
東
岸
地
域
遍
歴
と

い
っ
た
経
歴
を
も
ち
、
そ
の
間
に
パ
レ
ス
チ
ナ
へ
の
関
心
と
共

感
を
深
め
て
き
た
も
の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
ア
ラ
ブ
文
学
に

ふ
れ
、刺
激
を
受
け
た
ガ
ッ
サ
ー
ン
・
カ
ナ
フ
ァ
ー
ニ
ー
の
『
太

陽
の
男
た
ち
』
を
本
書
の
中
で
幾
度
か
と
り
上
げ
て
い
る
。
三

人
の
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
の
男
た
ち
は
、
ク
ウ
ェ
イ
ト
に
出
稼
ぎ

に
出
る
た
め
運
転
手
を
雇
っ
た
。
運
転
手
は
三
人
を
大
き
な
タ

ン
ク
に
隠
し
て
検
問
所
に
向
か
う
。
実
は
こ
の
タ
ン
ク
が
パ
レ

ス
チ
ナ
社
会
の
比
喩
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
と
知
ら
さ
れ

た
。　
　
　
　
　
　
　

　

ま
た
、
来
日
し
た
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
が
語
っ
た
と
い
う
言
葉
を

紹
介
し
て
い
る
。

　
「
闇
の
中
、
は
る
か
遠
く
に
浮
か
ぶ
か
す
か
な
灯
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
が
『
私
』
の
た
め
に
灯
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
知
っ

て
い
れ
ば
、
私
た
ち
は
孤
独
で
は
な
い
。
絶
対
的
な
闇
の
な
か

で
も
、
歩
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
真
っ
暗
闇
の
山
中
の
遠

く
に
浮
か
ぶ
灯
に
、私
た
ち
も
な
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
い
や
、

そ
う
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
思
う
。
パ
レ
ス
チ
ナ
に
希
望

が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
自
身
の
こ
と
だ
」。
こ

の
言
葉
は
ど
の
よ
う
な
闇
、
ど
ん
な
孤
独
、
ど
ん
な
闘
い
を
潜

り
抜
け
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
だ
ろ
う
。
強
靭
な
精
神
を
感
じ

た
。

　

最
終
章
に
は
、
ア
ラ
ブ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
が
同
じ
食
卓
を
囲
ん

で
歓
談
す
る
と
い
う
夢
の
よ
う
な
情
景
が
記
さ
れ
て
い
る
。
今

の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
ま
だ
夢
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
日
は
現

実
に
到
来
す
る
の
だ
と
信
じ
た
い
。              　
　
　
（
了
）

　

＊
文
中
「
ハ
マ
ー
ス
」
は
原
文
通
り
。
昨
年
一
〇
月
七
日
以

降
の
新
聞
等
は
「
ハ
マ
ス
」
と
表
記
し
て
い
る
。
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水
田
と
ツ
バ
メ
（
三
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
た
だ
し

・
蘖
（
ひ
こ
ば
え
）

　

今
年
（
二
〇
二
四
年
）
の
一
月
と
二
月
は
雪
が
少
な
く
、
道

路
も
田
畑
も
顔
を
出
し
て
い
て
、
田
ん
ぼ
に
は
枯
れ
た
ひ
こ
ば

え
が
一
面
に
姿
を
現
し
て
い
る
。

　

海
市
の
前
号
（
三
四
号
）
で
佐
藤
洋
一
郎
の
著
書
を
引
用
し
、

イ
ネ
は
多
年
草
で
あ
る
と
書
い
た
が
、
多
年
草
で
あ
れ
ば
、
な

ぜ
イ
ネ
は
春
に
タ
ネ
播
き
を
し
、
そ
れ
を
田
植
え
と
称
し
て
移

植
す
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
。
毎
年
タ
ネ
播
き
を

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
や
は
り
イ
ネ
は
一
年
草
で
は
な
い
の
か

と
。

　

そ
う
し
た
疑
問
を
持
ち
つ
つ
、
池
橋
宏
著
「
稲
作
の
起
源
」

を
読
む
と
、
現
在
、
世
界
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
イ
ネ
は
大
き
く

日
本
型
と
イ
ン
ド
型
に
分
け
ら
れ
、
日
本
型
の
イ
ネ
は
多
年
草

の
性
質
を
多
く
持
ち
、
イ
ン
ド
型
の
イ
ネ
は
一
年
草
の
性
質
を

多
く
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
同
じ
イ
ネ
で
も
二
つ
に
分
か
れ
る

の
は
、
イ
ネ
が
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ア
ジ
ア
を
中
心
に

広
が
っ
て
い
っ
た
歴
史
と
関
係
が
あ
る
よ
う
だ
。

　

こ
の
著
書
を
読
む
と
水
田
稲
作
が
ど
こ
で
生
ま
れ
、
ど
の
よ

う
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
幾
つ
か
の

学
説
や
研
究
が
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
つ
は
植

物
学
者
、
中
尾
佐
助
の
照
葉
樹
林
農
耕
論
で
、
イ
ネ
の
「
雑
穀

と
し
て
の
栽
培
」
は
イ
ン
ド
の
サ
バ
ン
ナ
地
帯
で
始
ま
り
、
初

期
は
一
年
草
の
イ
ネ
の
タ
ネ
を
焼
畑
に
直
播
き
し
て
い
た
と
い

う
説
だ
。
当
時
、
イ
ン
ド
で
は
多
種
多
様
な
イ
ネ
科
の
雑
穀
が

栽
培
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
中
か
ら
一
年
草
の
イ
ネ
を
選
ん
で

栽
培
し
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
後
、
イ
ネ
の
栽
培
は
サ
バ
ン
ナ

地
帯
か
ら
離
れ
て
雨
量
の
多
い
地
帯
に
広
が
り
、
水
田
稲
作
と

な
っ
た
。
そ
し
て
田
植
え
の
起
源
は
、
当
時
ネ
パ
ー
ル
で
行
わ

れ
て
い
た
シ
コ
ク
ビ
エ
の
栽
培
が
、
イ
ネ
に
置
き
換
わ
っ
て
い

っ
た
も
の
と
考
え
た
。

　

ま
た
、
作
物
学
者
の
渡
部
忠
世
の
説
は
、
中
国
か
ら
イ
ン
ド

シ
ナ
半
島
、
イ
ン
ド
に
か
け
て
の
山
地
や
丘
陵
な
ど
、
共
通
し

た
文
化
圏
で
栽
培
イ
ネ
が
登
場
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
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栽
培
方
法
は
こ
こ
で
も
焼
畑
農
耕
に
よ
り
陸
稲
が
栽
培
さ
れ
て

い
た
と
い
う
説
だ
。
そ
の
焼
畑
農
耕
が
丘
陵
と
山
間
を
降
り
て

平
野
部
に
広
が
り
、
平
坦
地
の
稲
作
が
陸
稲
か
ら
水
稲
へ
と
展

開
し
た
と
考
え
た
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
考
え
で
は
、
ど
う
し
て
畑
作
か
ら
田
ん
ぼ

に
変
わ
っ
て
イ
ネ
が
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
か
、

な
ぜ
直
接
タ
ネ
を
播
か
ず
に
、
苗
代
に
タ
ネ
を
播
い
て
苗
を
育

て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
対
す
る
答
え
が
、

著
者
（
池
橋
）
に
は
し
っ
く
り
こ
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

池
橋
宏
は
、
大
学
卒
業
後
に
農
林
省
（
現
農
林
水
産
省
）
に

入
り
、
イ
ネ
の
品
種
改
良
を
長
年
行
っ
て
き
た
研
究
者
だ
が
、

実
際
に
イ
ネ
の
現
場
に
携
わ
っ
て
き
た
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ

れ
ま
で
発
表
さ
れ
た
学
説
や
報
告
書
は
、
日
本
の
稲
作
が
春
に

タ
ネ
播
き
を
し
て
植
え
、
秋
に
は
稲
刈
り
を
す
る
と
い
う
サ
イ

ク
ル
が
、
い
か
に
も
イ
ネ
が
一
年
草
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
、

そ
の
前
提
で
稲
作
の
起
源
を
考
え
て
き
た
よ
う
に
見
え
た
。

　

そ
こ
で
発
想
を
変
え
、
イ
ネ
は
タ
ネ
に
よ
り
株
を
増
や
し
て

い
っ
た
の
で
は
な
く
、
サ
ト
イ
モ
の
よ
う
に
株
分
け
を
し
て
湿

地
で
育
て
た
の
が
始
ま
り
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
し
て
中

国
の
雲
南
省
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ
、
ラ
オ
ス
、
ミ
ャ
ン
マ
ー

な
ど
で
、
現
在
も
根
菜
農
耕
を
行
っ
て
い
る
場
所
へ
行
っ
て
調

査
を
し
た
。
そ
の
結
果
、
華
南
か
ら
メ
コ
ン
デ
ル
タ
ま
で
、
イ

ネ
科
の
植
物
か
ら
根
菜
類
ま
で
多
種
多
様
な
植
物
が
野
生
と
栽

培
の
混
合
し
た
状
態
の
中
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

特
に
根
菜
農
耕
に
よ
り
、
水
辺
の
有
用
植
物
を
株
分
け
で
栽
培

す
る
こ
と
が
、
広
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

　

私
な
ど
も
サ
ト
イ
モ
の
タ
ネ
イ
モ
を
畑
に
植
え
、
何
度
か

「
サ
ク
リ
を
掛
け
る
」
と
い
っ
て
根
元
に
土
寄
せ
を
し
て
い
る

が
、
サ
ト
イ
モ
は
高
温
に
は
強
い
が
乾
燥
を
極
端
に
嫌
う
作
物

だ
と
い
う
。
そ
れ
は
池
橋
に
よ
る
と
、
こ
の
作
物
が
元
々
栽
培

さ
れ
て
い
た
場
所
が
水
辺
の
近
く
で
、
水
分
の
多
い
場
所
で
作

ら
れ
て
い
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
著
者
が
調
査
し
た
タ

イ
や
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
田
ん
ぼ
に
サ
ト
イ
モ
が
栽
培
さ
れ
て
い

た
と
い
う
。
ま
た
日
本
で
も
山
形
や
沖
縄
で
も
サ
ト
イ
モ
を
田

ん
ぼ
に
植
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
。
サ
ト
イ
モ
は
畑

の
作
物
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
が
、
湿
気
の
多
い
沼
地
や
田
ん

ぼ
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
と
は
驚
い
た
。

　

次
に
イ
ネ
は
ど
の
よ
う
な
環
境
の
下
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て

栽
培
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
著
者
は
中
国
南
部
の
南
寧
か
ら

ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
な
ど
を
調
査
し
た
時
に
、
こ



13

れ
ら
の
作
物
に
混
じ
っ
て
自
然
の
田
ん
ぼ
の
よ
う
な
浅
い
沼
地

に
、
野
生
の
イ
ネ
が
自
生
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
き
た
。
そ

こ
で
「
野
生
の
イ
ネ
は
、
は
じ
め
か
ら
田
ん
ぼ
の
よ
う
な
水
溜

り
で
多
年
生
の
も
の
と
し
て
自
生
し
て
い
た
こ
と
、
春
に
そ
の

株
が
大
き
く
な
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
を
株
分
け
し
て
増
や
し
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
考
え
た
。

そ
の
考
え
を
推
し
進
め
る
と
、「
多
年
生
の
野
生
イ
ネ
が
生

え
て
い
る
田
ん
ぼ
の
よ
う
な
水
溜
り
」
を
原
始
的
な
田
ん
ぼ
と

呼
べ
ば
、「
田
ん
ぼ
が
あ
っ
た
か
ら
イ
ネ
が
栽
培
さ
れ
た
」
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
小
さ
い
田
ん
ぼ
に
生
え
た
イ
ネ
を
親
株
と

し
、
そ
の
株
元
に
増
え
た
ひ
こ
ば
え
を
と
り
、
他
の
場
所
に
植

え
て
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
苗
代
や
田
植
え
と
い
う
形
態
の
説
明

が
容
易
だ
。
そ
し
て
そ
こ
に
結
論
を
持
っ
て
く
る
に
は
、「
イ

ネ
の
栽
培
」
と
い
う
農
耕
の
前
に
、
単
に
家
の
周
り
に
他
の
植

物
と
一
緒
に
イ
ネ
は
趣
味
的
に
植
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
。
と
い
う
の
は
イ
ネ
が
登
熟
す
る
と
ス
ズ
メ
の
よ

う
な
小
鳥
が
大
勢
で
食
べ
に
来
る
が
、
家
の
周
り
だ
と
、
鳥
も

簡
単
に
は
近
づ
け
な
い
か
ら
、
被
害
が
少
な
く
て
済
む
た
め
だ
。

　

日
本
で
見
受
け
ら
れ
る
イ
ネ
の
姿
は
品
種
に
よ
る
違
い
は
あ

る
が
、
一
株
の
穂
数
が
一
五
本
か
ら
三
〇
本
位
で
、
草
丈
は

八
〇
セ
ン
チ
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
程
度
の
長
さ
だ
。
ま
た
一
穂
に

は
八
〇
粒
か
ら
二
〇
〇
粒
位
の
籾
が
付
い
て
い
る
。
し
か
し
野

生
の
イ
ネ
は
穂
数
や
粒
数
が
少
な
く
貧
弱
で
、
栽
培
す
る
だ
け

の
価
値
が
無
い
よ
う
な
姿
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
イ
ネ
が
元

々
多
年
生
の
た
め
、
株
元
や
茎
の
節
か
ら
分
げ
つ
が
出
る
こ
と

に
力
を
注
ぎ
込
む
た
め
、
籾
を
多
く
つ
け
る
必
要
が
な
い
。
そ

の
た
め
初
め
は
薬
と
か
お
茶
と
し
て
使
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
。

　

今
か
ら
六
千
年
以
上
前
、
中
国
の
長
江
（
揚
子
江
）
の
中
、

下
流
域
で
イ
ネ
作
り
は
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
当
時

は
越
と
い
う
国
で
、
現
在
の
タ
イ
語
に
近
い
言
語
を
話
し
、
船

を
操
り
、
漁
撈
と
根
菜
農
耕
を
生
業
と
す
る
人
達
だ
っ
た
と
い

う
。

　

そ
こ
に
住
む
好
奇
心
の
強
い
村
の
女
性
た
ち
が
、
家
の
周
り

の
沼
地
に
生
え
て
い
た
野
生
の
イ
ネ
を
、
株
を
分
け
て
他
の
沼

地
に
植
え
始
め
た
。
そ
し
て
摘
み
取
っ
た
籾
を
取
り
、
薬
と
か

お
茶
と
し
て
飲
ん
で
い
た
。
そ
れ
を
何
年
も
繰
り
返
え
し
て
い

る
う
ち
に
、
イ
ネ
の
穂
も
突
然
変
異
的
に
大
き
な
も
の
も
出
始

め
、
田
ん
ぼ
に
タ
ネ
を
落
と
し
、
或
い
は
株
元
か
ら
分
げ
つ
し
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た
籾
と
交
配
し
、
多
年
生
の
イ
ネ
と
し
て
収
量
が
増
え
て
行
っ

た
。
そ
れ
ま
で
サ
ト
イ
モ
や
ク
ロ
グ
ワ
イ
な
ど
の
根
菜
類
を
主

食
に
し
て
い
た
人
々
は
、
サ
ト
イ
モ
に
比
べ
コ
メ
は
長
期
間
保

存
が
利
く
た
め
、
次
第
に
サ
ト
イ
モ
に
代
わ
っ
て
栽
培
し
て
ゆ

く
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
石
臼
の
よ
う
な
も
の
が
作
ら
れ
、

比
較
的
楽
に
籾
の
殻
を
外
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
栽
培
面
積
が

増
え
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
著
者
は
考
え
た
。

　

一
方
で
イ
ン
ド
型
の
イ
ネ
は
何
故
一
年
生
の
性
質
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
た
の
か
。
長
江
流
域
で
生
ま
れ
た
多
年
生
の
イ
ネ
が

栽
培
イ
ネ
の
基
本
に
な
っ
た
が
、
タ
イ
語
系
の
稲
作
民
に
よ
っ

て
南
下
西
進
し
、
イ
ン
ド
東
部
へ
進
ん
だ
。
西
に
進
ん
だ
栽
培

イ
ネ
は
そ
の
経
路
に
存
在
し
た
野
生
イ
ネ
と
交
配
し
、
遺
伝
的

な
基
礎
が
多
様
化
し
、
さ
ら
に
イ
ン
ド
の
気
候
に
合
っ
た
雑
穀

栽
培
に
適
合
す
る
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
て
、
一
年
生
の
イ
ン
ド

型
の
イ
ネ
が
成
立
し
た
と
著
者
は
考
え
て
い
る
。

　

ぶ
ん
げ
つ
は
漢
字
で
分
蘖
と
書
く
。
こ
の
漢
字
は
蘖

ひ
こ
ば
えを
分
け

る
と
い
う
意
味
だ
と
著
者
は
言
う
。
ひ
こ
ば
え
は
親
株
の
脇
か

ら
新
た
に
出
て
き
た
芽
で
イ
ネ
の
子
供
だ
。
そ
れ
は
次
の
世
代

へ
イ
ネ
と
い
う
も
の
を
繋
い
で
行
く
仕
組
み
で
も
あ
る
。
そ
し

て
コ
メ
を
食
べ
て
そ
れ
を
生
業
に
し
て
き
た
人
達
は
、
ひ
こ
ば

え
の
よ
う
に
子
供
を
育
て
、
次
の
世
代
に
イ
ネ
と
田
ん
ぼ
を
引

き
継
い
で
き
た
。
し
か
し
時
代
は
変
わ
り
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の

生
き
方
は
そ
の
一
代
で
終
わ
り
、
一
年
草
の
よ
う
な
生
き
方
が

普
通
に
な
っ
て
来
た
。

　

毎
年
作
っ
て
い
た
イ
ネ
が
一
年
草
で
は
な
く
多
年
草
で
あ
る

と
い
う
、
そ
の
答
え
が
田
ん
ぼ
の
ひ
こ
ば
え
の
姿
に
あ
っ
た
。

近
年
の
異
常
気
象
で
、
高
温
に
対
応
す
る
品
種
改
良
な
ど
が
急

が
れ
、
日
本
よ
り
南
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
イ
ネ
と
の
交
配
な
ど

が
進
む
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
伴
い
、
多
年
生
と
い
う
性
質

も
変
わ
っ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。
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　雑
　

記
（

34）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
横
　
山
　
　
仁

　
ケ

ー
ブ

ル
テ

レ
ビ

で
、

昔
？

の
ド

ラ
マ

（「
絶

対
零

度
～

未
解

決
事

件
特

命
捜

査
～

」）
を

み
て

い
た

ら
、

主
題

歌
が

英
語

の
歌

の
よ

う
に

流
れ

て
、

外
国

の
歌

か
な

と
お

も
っ

て
い

た
と

こ
ろ

、
LO

V
E PSY

CH
ED

ERICO
と

い
う

バ
ン

ド
の

「
Shadow

 behind」
だ

っ
た

。
　　

Shadow
s and lights in the m

orning
　

そ
の

終
わ

れ
な

い
僕

の
　

behind
　

ま
た

拭
え

な
い

日
々

の
　

behind
　

Shadow
 behind

　　
H

idden door nobody know
s it

　
そ

の
知

ら
れ

な
い

部
屋

で
 alone

　
ま

だ
始

ま
ら

な
い

僕
は

 alone

　
Leave m

e alone
　　

歌
詞

だ
け

み
て

い
る

と
、

ど
う

と
い

う
こ

と
も

な
い

が
、

こ
れ

が
早

口
で

歌
わ

れ
る

と
、

日
本

語
も

英
語

の
歌

の
よ

う
に

き
こ

え
て

く
る

の
で

あ
る

。
　

　
そ

う
い

え
ば

、
2009

年
（

平
成

21
年

）（
全

16
話

）
に

Ｎ
Ｈ

Ｋ
Ｂ

Ｓ
で

放
送

し
た

、
韓

国
の

「
ニ

ュ
ー

ス
報

道
の

現
場

の
様

子
を

描
く

職
業

ド
ラ

マ
」「

ス
ポ

ッ
ト

ラ
イ

ト
」の

主
題

歌
も

、
こ

ん
な

雰
囲

気
だ

っ
た

よ
う

な
気

が
す

る
。

　　
　

　
　

　
＊

　
　

　
　

　
　「

精
選

復
刻

　
紀

伊
國

屋
新

書
」

に
、

窪
田

般
彌

著
『

日
本

の
象

徴
詩

人
』

が
あ

る
。

オ
ビ

に
、「

上
田

敏
か

ら
吉

田
一

穂
ま

で
9

人
の

詩
人

を
取

り
あ

げ
、

著
者

独
自

の
日

本
の

近
代

詩
を

創
造

す
る

」
と

あ
る

が
、

新
書

で
出

て
い

る
こ

ろ
は

興
味

が
な

く
購

入
し

な
か

っ
た

。
い

ま
み

る
と

、
同

時
代

の
文

人
の

評
が

興
味

深
い

。
　「

近
代

の
散

文
で

、
こ

の
白

秋
の

感
覚

的
な

散
文

以
上

に
美

し
い

も
の

は
な

い
。」

と
か

、芥
川

竜 マ
マ之

介
の

言
葉

と
し

て
、「

詩
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歌
は

い
か

な
る

時
代

に
も

『
新

感
覚

派
』

の
た

め
に

進
歩

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
白

秋
は

谷
崎

潤
一

郎
と

と
も

に
も

っ
と

も
記

憶
さ

れ
る

べ
き

『
新

感
覚

派
』

で
あ

っ
た

。」
な

ど
を

紹
介

し
て

い
る

。
　

あ
ら

た
め

て
、

芥
川

の
文

庫
本

『
文

藝
的

な
、

餘
り

に
文

藝
的

な
』

と
か

『
西

方
の

人
・

侏
儒

の
言

葉
』

を
ひ

っ
ぱ

り
だ

し
て

き
た

り
し

て
い

る
。

佐
藤

春
夫

の
「

退
屈

読
本

」
も

あ
る

な
。

　
　

　
　

　
＊

　
年

賀
状

で
Y

ouT
ube

の
興

味
深

い
サ

イ
ト

を
紹

介
し

た
が

、
ス

ペ
ー

ス
の

関
係

で
全

部
は

載
せ

ら
れ

な
か

っ
た

Lizzy 
Channelも

い
い

。
Ｅ

Ｕ
で

の
農

民
の

デ
モ

と
い

っ
た

、
海

外
で

の
重

要
な

情
報

は
、

こ
れ

ま
で

な
ら

、
及

川
幸

久
氏

の
チ

ャ
ン

ネ
ル

で
も

み
ら

れ
た

が
、

及
川

氏
は

Y
ouT

ube
か

ら
完

全
に

Ｂ
Ａ

Ｎ
さ

れ
て

（
抹

殺
さ

れ
て

）、い
ま

で
は

Ｘ
（

旧
ツ

イ
ッ

タ
ー

）
で

し
か

み
ら

れ
な

い
。

　
　

　
　

　
＊

欧
州
議
会
を
取
り
囲
む
　
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
農
民
が
集
結
　

2024.02.02.

（
Lizzy C

hannel）
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ア

メ
リ

カ
の

著
名

な
ジ

ャ
ー

ナ
リ

ス
ト

の
タ

ッ
カ

ー
・

カ
ー

ル
ソ

ン
が

ロ
シ

ア
の

プ
ー

チ
ン

大
統

領
に

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

し
た

動
画

が
、

全
世

界
で

10
億

万
回

再
生

さ
れ

た
と

い
わ

れ
る

。
　

先
の

Lizzy Channelで
も

、
吹

き
替

え
や

、
字

幕
付

き
の

動
画

を
み

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
ま

た
、

こ
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

に
つ

い
て

、
亀

さ
ん

は
「

蟻
の

一
穴

」
で

紹
介

し
て

い
る

。

（
引

用
開

始
）

そ
の

プ
ー

チ
ン

が
２

月
８

日
、

タ
ッ

カ
ー

・
カ

ル
ソ

ン
氏

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
を

受
け

た
。

そ
し

て
、

こ
れ

が
蟻

の
一

穴
に

な
る

の
で

は
と

思
っ

た
の

で
あ

る
。

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

を
敢

行
し

た
カ

ル
ソ

ン
氏

に
対

し
て

、
グ

ロ
ー

バ
リ

ス
ト

ら
は

大
慌

て
だ

っ
た

よ
う

で
、

同
氏

に
対

し
て

常
軌

を
逸

し
た

人
格

攻
撃

を
見

せ
て

い
た

の
で

笑
え

た
。

一
例

と
し

て
ヒ

ラ
リ

ー
・

ク
リ

ン
ト

ン
元

国
務

長
官

、“
useful idiot”（

役
に

立
つ

愚
か

者
）

と
カ

ル
ソ

ン
氏

を
罵

っ
た

も
の

で
あ

る
。

そ
し

て
、大

手
マ

ス
ゴ

ミ
の

「
プ

ー
チ

ン
＝

悪
魔

、ゼ
レ

ン
ス

キ
ー

（
Front Japan 桜

）



18

＝
正

義
」

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

に
、

す
っ

か
り

洗
脳

さ
れ

て
し

ま
っ

た
人

た
ち

の
場

合
、

何
が

起
き

た
の

か
と

呆
然

と
し

た
こ

と
だ

ろ
う

。

だ
が

、
そ

の
プ

ー
チ

ン
を

高
く

評
価

し
て

い
る

識
者

も
少

な
か

ら
ず

い
た

の
で

あ
り

、
そ

の
一

人
が

伊
藤

貫
氏

だ
っ

た
。

そ
の

伊
藤

氏
が

過
日

百
歳

の
生

涯
を

閉
じ

た
、

キ
ッ

シ
ン

ジ
ャ

ー
に

つ
い

て
の

動
画

を
公

開
し

て
い

る
が

、
キ

ッ
シ

ン
ジ

ャ
ー

も
伊

藤
氏

と
同

様
、

プ
ー

チ
ン

を
高

く
評

価
し

て
い

た
一

人
で

あ
っ

た
。

伊
藤

氏
に

よ
れ

ば
、

キ
ッ

シ
ン

ジ
ャ

ー
は

自
身

最
後

の
著

作
と

な
っ

た
『

Leadership』
の

結
語

で
、「

こ
の

半
世

紀
、

欧
米

諸
国

で
本

当
の

思
考

力
を

持
っ

て
い

る
政

治
指

導
者

が
出

て
こ

な
く

な
っ

た
」

と
書

い
て

い
た

と
言

う
。

し
か

し
、

キ
ッ

シ
ン

ジ
ャ

ー
か

ら
見

て
一

人
だ

け
例

外
が

い
た

よ
う

で
、

そ
れ

が
プ

ー
チ

ン
で

あ
っ

た
。

今
回

の
プ

ー
チ

ン
へ

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
に

つ
い

て
は

、
多

く
の

ユ
ー

チ
ュ

ー
バ

ー
が

動
画

に
し

て
い

た
が

、
個

人
的

に
最

も
良
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か
っ

た
と

思
っ

た
の

が
及

川
幸

久
氏

が
登

場
す

る
動

画
（

注
、

17
ペ

ー
ジ

、「
世

界
史

的
転

換
点

と
し

て
の

プ
ー

チ
ン

×
カ

ー
ル

ソ
ン

・
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
」）

で
、

同
氏

に
よ

る
プ

ー
チ

ン
の

歴
史

観
と

宗
教

観
の

解
説

は
秀

逸
で

あ
っ

た
。

二
時

間
近

い
動

画
な

の
で

、
時

間
の

無
い

読
者

は
及

川
氏

が
登

場
す

る
46:01

あ
た

り
か

ら
見

る
と

い
い

だ
ろ

う
。

中
で

も
、

プ
ー

チ
ン

の
宗

教
観

を
抉

り
出

し
て

み
せ

た
及

川
氏

の
言

葉
は

、
同

動
画

の
白

眉
で

あ
っ

た
と

す
ら

個
人

的
に

思
う

（
1:11:53

～
）。

（
引

用
終

わ
り

）

　
こ

の
「

桜
チ

ャ
ン

ネ
ル

」
の

冒
頭

で
、

司
会

の
水

島
総

氏
は

、
「

ウ
ク

ラ
イ

ナ
の

運
命

は
台

湾
有

事
の

際
の

日
本

に
似

て
い

ま
す

。
私

た
ち

は
ウ

ク
ラ

イ
ナ

を
負

け
さ

せ
る

わ
け

に
は

い
き

ま
せ

ん
。」

と
い

う
櫻

井
よ

し
こ

の
ト

ン
チ

ン
カ

ン
な

発
言

を
取

り
あ

げ
、

ア
メ

リ
カ

の
手

先
（

バ
イ

デ
ン

や
ネ

オ
コ

ン
な

ど
）

に
な

っ
て

の
発

言
に

、
戦

後
保

守
の

限
界

と
い

う
よ

り
、

欺
瞞

、
偽

善
が

あ
ら

わ
れ

て
い

る
と

い
う

。
　

ほ
ん

ど
、

ケ
ツ

丸
出

し
や

が
な

、
櫻

井
よ

し
こ

。
能

登
復

興
支

援
よ

り
、

ウ
ク

ラ
イ

ナ
復

興
支

援
で

金
儲

け
。

（
亀

さ
ん

の
「

蟻
の

一
穴

」）
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   　あとがき

◆先日、由利本荘市の鈴という漁港にシノリガモという冬鳥を観に
行った。この鳥のオスは紫黒色と白と赤栗色の不思議な美しさを持っ
た鳥で、英名は「道化師」に由来するという。例年は十数組のつがい
を観ることができたが、今年はオスが１羽だけ港の近くを泳いでいた。
3 月中旬まではいると思うので、もう一度行こうと思っている。（Ｔ）

◆腰痛でコルセットをはめたら、ズボンが窮屈になった。一回り大き
いズボンを買わんといけんかのう。（Ｊ）

◆昨冬見つけた散歩道は、瀟洒な住宅があるかと思えば、藪を背景に
して不動産屋の看板の立つ空き地があったりする。庭木や生垣のあち
こちで、日に日に赤い花がつき始めて気がついた。椿は春の木。今年
は早く冬が去りそうだ。（Ｓ）

◆昨年 12 月 15 日、吉沢悦郎さんが他界された。享年 85。私が 20 歳
代前半に出会った頃から詩作品はもとより批評に特色のある人であっ
た。当「海市」にも創刊時から読後感を寄せていただいた。氏は、戦
後の引揚者という立場から独特の”負い目”？を深く沈潜させながら、
自己存在の位置付けを希求しもがいていた詩人でもあった。2019 年 8
月に刊行された最後の詩集「ノスタルジア」にその姿が顕著に表出さ
れている。昨年 10 月 24 日にいただいた電話が最後となってしまった
……。心からご冥福をお祈り致します。（Ｂ）

「海市」　第 35 号
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