
横
浜
イ
エ
ス
タ
デ
ィ

港
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
き
た
ヨ
コ
ハ
マ
文
化
は
、
新
し
い

市
民
が
増
え
る
に
つ
れ
て
薄
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

だ
が
流
入
し
て
き
た
新
市
民
が
つ
く
る
雑
種
文
化
だ
と
い
う

点
で
は
、
こ
れ
か
ら
も
受
け
継
が
れ
る
一
面
を
も
っ
て
い
よ
う
。

ヨ
コ
ハ
マ
文
化
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
振
返
る
。

ダ
ウ
ン
・
タ
ウ
ン
気
質

　
ハ
マ
つ
子
と
い
え
ば
、
内
藤
や
す
子
（
以
下
。

敬
称
略
）
は
本
牧
育
ち
の
ハ
マ
っ
子
だ
が
、
彼

女
が
、
さ
る
一
月
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
の
ど
自
慢
に

ゲ
ス
ト
と
し
て
出
演
し
た
と
き
、
一
し
ょ
に
出

た
森
進
一
と
顔
を
合
せ
た
と
た
ん
、
「
や
あ
、

先
輩
」
と
気
軽
に
声
を
か
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
芸
能
界
で
は
、
大
先
輩
に
あ
た
る
森
進
一
の

方
で
は
、
「
ム
ニ
ャ
ム
ニ
ヤ
」
と
、
気
お
さ
れ

た
訳
で
は
あ
る
ま
い
が
、
ち
ょ
っ
と
と
ま
ど
っ

た
応
待
ぶ
り
を
一
瞬
示
し
た
。

　
同
じ
ハ
マ
っ
子
の
一
人
で
あ
る
私
は
、
た
ま

た
ま
こ
の
テ
レ
ビ
を
み
て
い
て
、
「
あ
、
や
っ

ぱ
り
」
と
い
う
思
い
と
、
「
誤
解
さ
れ
な
け
れ

ば
い
い
ん
だ
が
な
」
と
い
う
思
い
が
去
来
し

た
。
中
・
高
校
生
の
あ
い
だ
で
は
、
先
輩
と
い

う
い
さ
さ
か
古
め
か
し
い
呼
び
か
け
か
た
が
、

目
下
流
行
中
ら
し
い
が
、
き
や
す
い
態
度
と
い

う
の
は
、
相
手
の
方
か
ら
み
れ
ば
、
い
さ
さ
か

オ
ッ
チ
ョ
コ
チ
ョ
イ
と
い
う
こ
と
だ
。

　
鹿
児
島
か
ら
ひ
と
り
で
上
京
し
て
き
て
、
世

に
出
る
ま
で
散
々
苦
労
し
た
ら
し
い
森
進
一
に

は
、
軽
薄
な
る
都
会
っ
子
と
と
ら
え
ら
れ
た
か

も
し
れ
な
い
な
と
思
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
ハ

マ
っ
子
気
質
と
い
う
も
の
の
弁
明
か
ら
、
筆
を

す
す
め
て
い
き
た
い
。

　
反
町
の
松
ケ
丘
で
育
っ
て
、
い
ま
藤
沢
に
住

ん
で
い
る
作
家
の
宮
原
昭
夫
は
、
す
で
に
こ
う

書
い
て
い
る
。

　
　
「
お
そ
ら
く
私
の
、
軽
挙
妄
動
、
安
っ
ぽ
い

　
行
動
性
、
と
め
ど
な
い
に
ぎ
や
か
好
き
、
見

一
―
ダ
ウ
ン
ー
タ
ウ
ン
気
質

二
―
べ
て
こ
れ
よ
そ
も
の
の
街

四
―
通
過
者
が
刺
激
を
あ
た
え
た

五
―
享
受
で
は
な
く
創
造
を

　
境
い
の
な
い
は
し
ゃ
ぎ
か
た
な
ど
…
…
…
」

　
　
（
『
広
間
と
密
室
』
）

　
宮
原
は
、
自
分
の
こ
う
し
た
性
格
を
、
病
身

で
あ
っ
た
た
め
に
、
「
わ
た
し
の
ふ
る
さ
と
で

あ
る
寝
床
へ
、
ち
ょ
っ
と
油
断
す
る
と
た
ち
ま

ち
這
い
込
ん
で
行
き
た
が
り
だ
す
自
分
自
身
へ

の
強
い
警
戒
心
、
あ
の
無
為
の
深
淵
の
魔
性
の

魅
力
へ
の
、
私
の
お
そ
れ
」
か
ら
生
じ
た
も
の

と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
私
に
い
わ
せ
れ

ば
、
病
気
の
た
め
で
は
な
く
、
横
浜
と
い
う
街

で
育
っ
た
た
め
に
、
身
に
つ
い
た
属
性
な
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
は
自
ら
を
か
え
り
み

て
も
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
い
さ
さ
か
自
虐
め
い
た
、

性
格
規
定
か
ら
浮
び
あ
が
る
の
は
、
軽
佻
浮
薄

な
る
都
会
人
と
い
う
印
象
で
あ
ろ
う
。
私
は
、

こ
れ
に
真
情
溢
る
る
と
の
形
容
詞
を
つ
け
た
い

の
で
あ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
人
と
人
で

あ
ふ
れ
た
都
会
で
育
っ
た
人
間
に
は
、
自
己
を

相
対
化
で
き
る
能
力
を
は
や
く
か
ら
身
に
つ
け

て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
他
人
を
他
人
と
し
て

み
と
め
る
と
い
う
こ
と
だ
。
吉
行
淳
之
介
が
軽

薄
と
い
う
こ
と
ば
を
さ
か
ん
に
押
し
だ
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
残
念
な
が
ら
軽
薄
は
ま
だ
プ

ラ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
に
転
化
し
て
い
な
い
が
。

　
宮
原
と
二
中
で
同
窓
生
だ
っ
た
作
家
生
島
治

郎
は
、
敗
戦
後
上
海
か
ら
引
き
あ
げ
て
き
て
、

一
時
石
川
県
の
金
沢
に
住
み
、
そ
れ
か
ら
横
浜

へ
移
っ
て
き
た
が
、

　
「
転
校
し
た
学
校
で
は
、
す
ぐ
に
友
人
が
で

　
き
た
。
彼
ら
は
北
陸
の
街
の
閉
鎖
的
な
人
だ

　
ち
と
は
対
照
的
な
、
開
放
的
な
人
種
だ
っ
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調査季報53 77.3

青
木
虹
二
〈
企
画
調
整
局
都
市
科
学
研
究
室
副
主
幹
〉

特
集
・
横
浜
の
文
化
と
行
政
②

一



二

　
た
。
彼
ら
は
新
入
り
の
私
を
格
別
い
た
わ
っ

　
た
り
、
特
殊
な
眼
で
み
た
り
と
い
う
こ
と
を

　
せ
ず
、
ご
く
ふ
つ
う
の
、
自
分
た
ち
の
仲
間

　
と
し
て
扱
っ
て
く
れ
た
」

と
記
し
て
い
る
。
私
の
記
憶
で
は
、
い
く
ら
開

放
的
な
都
会
の
子
供
で
も
、
小
学
校
の
と
き
は
、

転
校
生
に
た
い
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
ど

う
も
よ
そ
も
の
扱
い
を
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、

た
し
か
に
中
学
生
と
も
な
れ
ば
、
生
島
の
い
う

と
お
り
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
い
っ
ぱ
し
の
大

人
ぶ
り
と
い
お
う
か
、
子
供
で
は
な
い
と
の
意

識
か
ら
、
閉
鎖
的
で
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う

だ
。

　
戦
前
の
横
浜
は
、
東
京
と
く
ら
べ
る
と
、
山

手
に
外
人
が
住
ん
で
い
た
関
係
か
ら
か
、
東
京

の
山
の
手
に
あ
た
る
部
分
は
寺
尾
・
妙
蓮
寺
・

本
牧
な
ど
と
分
散
し
て
お
り
、
町
の
大
部
分
は

東
京
で
い
う
下
町
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま

り
、
か
つ
て
の
横
浜
は
ダ
ウ
ン
・
タ
ウ
ン
（
英

語
の
意
味
で
は
、
商
業
地
域
と
か
盛
り
場
の
こ

と
だ
が
、
こ
こ
で
は
日
本
語
の
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
の
ダ
ウ
ン
・
タ
ウ
ン
）
の
ま
ち
で
あ
っ
た
。

東
京
の
下
町
が
小
商
人
や
職
人
か
ら
成
り
立
っ

て
い
た
た
め
、
意
外
に
保
守
的
な
側
面
が
あ
る

の
に
た
い
し
（
人
見
知
り
が
は
げ
し
い
し
、
手

ぶ
ら
で
は
他
人
の
家
へ
い
け
な
い
と
い
う
美
徳

を
持
っ
て
い
る
）
、
わ
が
横
浜
人
は
あ
け
っ
ぴ

ろ
げ
と
い
お
う
か
、
天
衣
無
縫
の
趣
が
あ
る
。

　
（
山
本
周
五
郎
の
世
話
も
の
の
小
説
に
活
写
さ

れ
て
い
る
）
。

す
べ
て
こ
れ
よ
そ
も
の
の
街

　
明
治
の
横
浜
は
、
田
舎
か
ら
笈
を
負
っ
て
出

て
き
た
人
々
が
、
東
京
を
め
ざ
し
た
も
の
の
、

入
り
こ
む
す
き
が
な
く
っ
て
、
東
京
の
一
つ
手

前
の
横
浜
に
ひ
と
ま
ず
腰
を
お
ち
つ
け
た
と
い

う
の
が
実
状
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
文
明
開
化
の
時
代
に
は
、
海
外
か
ら
の
新
文

明
輸
入
の
窓
口
で
あ
り
、
一
大
情
報
セ
ン
タ
ー

の
役
割
を
果
し
て
い
た
横
浜
（
今
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ

連
続
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
花
神
』
で
も
、
大
村
益

次
郎
は
英
語
学
習
の
た
め
、
毎
週
ヘ
ボ
ン
の
と

こ
ろ
へ
東
京
か
ら
通
っ
て
い
る
）
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
自
立
の
動
き
が
は
じ

ま
る
と
、
残
像
は
あ
と
ま
で
尾
を
ひ
い
た
と
は

い
え
、
横
浜
の
光
栄
は
歴
史
的
に
は
終
り
を
つ

げ
、
明
治
の
中
頃
か
ら
は
港
を
中
心
に
機
能
す

る
経
済
都
市
と
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。

　
そ
こ
で
ス
ト
ッ
ク
な
し
で
田
舎
か
ら
出
て
き

た
人
々
が
ま
ず
従
っ
た
仕
事
と
い
う
の
は
、
仲

仕
の
よ
う
な
荷
役
や
、
茶
焙
の
よ
う
な
再
製
加

工
業
で
あ
っ
た
ろ
う
。
茶
焙
は
大
部
分
が
女
性

の
仕
事
だ
が
、
二
十
前
後
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る

輸
出
茶
の
再
製
工
場
は
、
居
留
地
の
商
館
に
付

属
し
て
お
か
れ
て
い
た
。
最
盛
期
の
明
治
二
十

年
代
に
は
、
横
浜
の
人
口
が
二
十
万
人
位
の
と

き
、
五
千
人
の
婦
女
が
働
い
て
い
た
と
い
わ
れ

る
か
ら
、
成
人
女
子
を
四
分
の
一
の
五
万
人
と

み
る
と
、
一
割
の
婦
女
が
従
事
し
て
い
た
わ
け

　
で
、
交
通
機
関
の
な
か
っ
た
当
時
と
し
て
は
、

　
実
に
尨
大
な
数
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
南

　
区
の
永
田
か
ら
朝
の
三
時
起
き
で
通
っ
た
と
の

　
記
録
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
里
、
二
里

　
を
も
の
と
も
せ
ず
、
集
ま
っ
て
き
た
ら
し
い
。

　
　
「
汗
び
っ
し
ょ
り
で
気
合
を
か
け
な
が
ら
働

　
く
」
焦
熱
の
職
場
で
は
あ
っ
た
が
、
輸
出
貿
易

　
品
の
う
ち
で
は
、
生
糸
や
茶
な
ど
の
嗜
好
品
は

　
価
格
の
変
動
が
は
な
は
だ
し
く
、
そ
れ
が
労
働

　
者
の
賃
金
に
も
敏
感
に
反
映
し
た
か
ら
、
安
い

　
と
き
は
ひ
ど
か
っ
た
ろ
う
が
、
高
い
と
き
に

　
は
、
手
内
職
の
比
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
か
く

　
も
多
数
の
婦
女
が
働
き
に
で
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
今
日
で
も
居
住
者
の
流
動
が
は
げ
し
く
、
十

年
で
半
分
が
い
れ
か
わ
っ
て
し
ま
う
横
浜
で
は

　
あ
る
が
、
明
治
時
代
に
は
も
っ
と
極
端
で
、
明

　
治
の
初
め
の
人
口
が
三
万
、
そ
れ
が
二
十
年
に

　
は
十
万
、
四
十
年
に
は
三
十
万
と
ふ
く
れ
あ
が

　
る
一
方
だ
っ
た
。
十
倍
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

　
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
明
治
期
に
は
十
人
の
う
ち

　
九
人
が
新
住
民
と
い
う
勘
定
に
な
る
。
こ
れ
で

　
は
地
元
意
識
だ
の
排
他
意
識
だ
の
が
生
ま
れ
よ

　
う
が
な
か
っ
た
し
、
東
京
の
下
町
気
質
が
何
代

　
も
か
か
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
に
く
ら
べ
、
横
浜

　
は
、
こ
の
こ
ろ
は
一
代
目
し
か
い
な
か
っ
た
わ

　
け
だ
し
、
ま
た
仕
事
も
手
内
職
の
よ
う
な
孤
立

　
し
た
作
業
で
な
く
、
集
団
作
業
で
暮
し
を
た
て

　
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
開
放
的
な
空
気
が

　
横
浜
を
覆
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。

　
以
上
が
横
浜
人
の
美
徳
だ
が
、
反
面
貿
易
を

中
心
に
横
浜
の
経
済
が
廻
転
し
て
い
た
関
係

上
、
成
り
行
き
か
か
せ
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
。

投
機
的
な
刹
那
主
義
が
横
溢
し
て
お
り
、
「
旗

上
げ
よ
う
と
の
意
識
が
強
烈
だ
っ
た
か
ら
、
地

元
へ
の
愛
着
な
ど
は
二
の
次
、
三
の
次
に
な
る
。

そ
の
結
果
、
明
治
期
か
ら
横
浜
は
教
育
に
冷
淡

で
あ
る
と
の
批
判
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
い
く
ら
人
口
が
急
増
し
た
と
は
い
え
、
小
学

校
の
二
部
授
業
が
さ
い
ご
ま
で
の
こ
っ
て
い
た

の
が
横
浜
で
あ
り
、
ま
た
中
等
教
育
に
お
い
て

も
、
女
学
校
が
明
治
三
年
に
お
か
れ
、
日
本
最

古
の
歴
史
を
誇
っ
て
い
る
（
現
、
フ
ェ
リ
ス
女

学
院
）
の
に
、
男
子
校
は
十
五
年
に
な
っ
て
本

町
外
十
三
ヵ
町
立
で
Ｙ
校
の
前
身
横
浜
商
業
学

校
が
設
け
ら
れ
た
の
は
ま
あ
ま
あ
と
し
て
も
。

　
（
市
立
に
な
る
の
は
大
正
六
年
）
中
学
校
に
い

た
っ
て
は
明
治
三
十
年
に
よ
う
や
く
県
立
一
中

が
発
足
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。

　
中
学
が
な
く
て
も
実
業
家
の
子
弟
は
東
京
へ

通
っ
た
り
、
寄
宿
し
て
い
た
し
（
獅
子
文
六
な

ど
）
、
実
業
教
育
の
Ｙ
校
か
ら
も
初
期
に
は
左

右
田
喜
一
郎
や
小
島
鳥
水
が
出
て
い
る
が
、
教

育
に
た
い
す
る
姿
勢
が
低
か
っ
た
の
は
否
め
な

い
事
実
で
あ
ろ
う
。
な
か
に
は
美
術
評
論
家
の

矢
代
幸
雄
の
よ
う
に
、
Ｙ
校
へ
入
っ
た
の
は
い

い
が
、
ソ
ロ
バ
ン
が
で
き
な
い
た
め
、
神
中
へ

入
り
直
し
た
と
い
う
人
も
い
る
。

　
明
治
の
横
浜
は
、
今
日
の
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
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ア
ニ
マ
ル
を
先
取
り
し
て
い
た
よ
う
な
町
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
こ
う
し
た
新
開
地
で
は
、
ど
う

や
ら
文
化
は
享
受
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、

生
み
出
す
も
の
と
し
て
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
フ
シ
が
あ
る
。
も
と
も
と
一
代
で
財
産
を

築
き
あ
げ
た
横
浜
の
商
人
た
ち
は
、
財
庶
づ
く

り
に
い
そ
が
し
く
て
、
政
治
家
も
市
長
も
教
育

者
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
、
お
よ
そ
商
人
以
外

は
よ
そ
か
ら
き
て
も
ら
え
ば
い
い
と
の
気
風
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。
島
田
三
郎
、
市
原
盛
宏
、
美

沢
進
、
三
宅
磐
な
ど
の
す
ぐ
れ
た
人
物
は
い
ず

れ
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
状
況
で
あ
る

か
ら
ま
し
て
文
化
に
お
い
て
お
や
で
あ
ろ
う
。

い
る
。

　
鳥
水
は
、
讃
岐
高
松
の
生
れ
だ
が
、
父
が
横

浜
税
関
に
つ
と
め
て
い
た
関
係
で
、
西
戸
部
の

税
関
官
舎
に
住
み
、
そ
こ
か
ら
老
松
小
学
校
、

Ｙ
校
へ
通
い
、
卒
業
後
は
二
つ
ほ
ど
職
を
か
え

た
の
ち
、
横
浜
正
金
銀
行
に
う
つ
り
、
以
後
定

年
ま
で
そ
の
職
に
あ
っ
た
。

　
一
方
、
の
ち
に
劇
作
家
と
な
る
紫
紅
は
戸
部

の
地
主
の
家
に
生
れ
た
生
粋
の
ハ
マ
っ
子
だ

が
、
三
十
九
年
一
幕
物
「
七
つ
桔
梗
」
に
よ
っ

て
劇
作
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。
の
ち

自
然
主
義
文
学
が
文
壇
を
制
覇
す
る
や
、
紫
紅

は
文
壇
と
は
は
な
れ
た
と
こ
ろ
で
、
座
付
作
者

に
ち
か
い
か
た
ち
で
劇
壇
人
と
な
り
、
晩
年
に

は
市
会
議
員
・
県
会
議
員
な
ど
を
つ
と
め
た
。

　
『
横
浜
市
史
稿
』
の
推
ば
ん
者
は
実
に
紫
紅
で

あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
人
た
ち
の
文
学
活
動
は
、
当
時
ま

だ
無
名
の
青
年
だ
っ
た
長
谷
川
伸
や
吉
川
英
治

に
も
刺
激
を
あ
た
え
て
い
る
。
伸
の
『
自
伝
随

筆
』
に
は
、
「
こ
の
横
浜
に
イ
ラ
コ
ス
ズ
シ
ロ

と
い
う
詩
人
が
、
港
湾
の
防
疫
医
官
で
い
る
と

聞
い
た
。
そ
の
詩
人
が
作
品
を
『
文
庫
』
と
い

う
雑
誌
に
発
表
し
て
い
る
こ
と
も
い
い
、
一
度

か
二
度
か
憶
え
は
な
い
が
、
そ
の
詩
の
一
節
を

ち
ょ
っ
と
気
ど
っ
て
朗
誦
し
て
聞
か
せ
て
く
れ

た
」
友
人
が
い
た
の
で
『
文
庫
』
を
よ
ん
で
い

た
し
、
英
治
は
十
代
の
頃
、
「
『
文
庫
』
だ
の

『
明
星
』
に
迄
、
詩
や
歌
な
ど
を
送
っ
て
い

た
」
　
（
『
忘
れ
残
り
の
記
』
）
と
記
し
て
い
る
。

通
過
者
が
刺
激
を
あ
た
え
た

　
横
浜
に
文
化
的
土
壊
が
な
か
っ
た
関
係
か

ら
、
横
浜
の
文
化
的
な
う
ご
き
は
ま
ず
、
た
ま

た
ま
横
浜
の
職
場
へ
転
じ
て
き
た
人
々
が
、
ま

わ
り
に
地
元
の
青
年
を
あ
つ
め
て
サ
ー
ク
ル
活

動
を
行
な
う
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。

　
明
治
の
三
十
年
代
に
は
、
詩
人
の
伊
良
子
清

白
が
検
疫
医
と
し
て
在
住
し
て
い
た
。
彼
は
、

　
『
文
庫
』
の
同
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
お
な
じ
同

人
の
一
人
で
あ
る
年
少
の
小
島
鳥
水
と
親
し

く
、
夜
連
れ
立
っ
て
散
歩
し
た
り
、
芝
居
を
み

る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
鳥
水

は
、
そ
の
こ
ろ
『
明
星
』
派
の
詩
人
と
し
て
出

発
し
た
山
崎
紫
紅
と
は
年
来
の
友
人
で
あ
り
、

い
っ
し
ょ
に
金
峯
山
や
八
ヶ
岳
な
ど
に
登
っ
て

　
大
正
期
に
な
る
と
、
の
ち
に
外
交
官
に
な
る

詩
人
柳
沢
健
が
横
浜
に
赴
任
し
た
の
を
機
会

に
、
年
少
の
詩
人
た
ち
が
柳
沢
の
ま
わ
り
に
あ

つ
ま
り
、
そ
こ
か
ら
、
大
正
七
年
に
は
柳
沢
と

北
村
初
雄
・
熊
田
精
華
三
人
の
共
著
に
な
る

　
『
海
港
』
が
、
つ
い
で
八
年
に
は
詩
誌
『
詩

王
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
矢
野
峰
人
は
こ
う
書
い

て
い
る
。

　
　
「
柳
沢
健
は
ポ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ル
に
最
も
強

　
く
動
か
さ
れ
た
詩
人
の
一
人
で
、
そ
の
情
熱

　
は
忽
ち
彼
の
周
囲
に
集
ま
る
年
少
詩
人
北
村

　
初
雄
・
熊
田
精
華
に
伝
染
し
、
彼
等
は
こ
の

　
『
詩
王
』
の
“
P
a
r
i
s
　
s
e
n
t
i
m
e
n
t
a
l
”
に
な
ら

　
い
、
横
浜
を
巴
里
に
見
立
て
。
“
Y
o
k
o
h
a
m
a

　
s
e
n
t
i
m
e
n
t
a
l
”
を
謳
歌
す
る
に
至
っ
た
。

　
北
村
初
雄
は
、
実
業
家
北
村
七
郎
の
長
男
で

大
森
に
生
れ
た
。
神
中
、
一
ツ
橋
を
経
て
、
父

と
同
じ
く
実
業
家
を
志
ざ
し
た
が
、
大
震
災
の

年
、
二
十
五
歳
の
若
さ
で
夭
折
し
た
。
初
雄
は

大
正
六
年
に
、
数
え
年
二
十
歳
の
年
少
詩
人
と

し
て
、
『
吾
歳
と
春
』
を
も
っ
て
詩
壇
に
デ
ビ

ュ
ー
し
た
。
三
木
露
風
の
門
下
で
、
の
ち
日
夏

耿
之
介
に
ま
な
ん
だ
。
詩
集
に
は
、
ほ
か
に

　
『
正
午
の
果
実
』
と
遺
稿
集
『
樹
』
が
あ
る
。

師
の
露
風
は
、
初
雄
に
つ
い
て
、
「
北
村
君
は

青
年
ら
し
い
青
年
で
あ
る
。
広
い
谿
間
で
非
常

に
よ
く
伸
び
て
ゆ
く
樺
の
木
か
何
か
が
、
夏
が

来
た
の
で
若
枝
を
出
し
て
一
層
繁
っ
て
ゆ
く
よ

う
に
、
北
村
君
は
そ
の
よ
う
に
香
ば
し
い
青
年

で
あ
る
」
と
紹
介
し
て
い
る
が
、
同
じ
く
先
の

矢
野
峰
人
に
よ
れ
ば
、
「
北
村
は
青
春
と
い
う

言
葉
を
新
し
い
感
覚
を
以
て
生
か
し
た
よ
う

な
、
人
生
讃
美
の
詩
を
書
い
た
人
で
あ
っ
た
」
。

　
生
糸
恐
慌
や
大
震
前
の
ま
え
の
横
浜
は
上
り

坂
の
活
気
の
あ
る
街
だ
っ
た
が
、
こ
の
街
の
明

る
い
側
面
が
、
若
い
詩
人
た
ち
の
手
で
、
ヨ
コ

ハ
マ
・
サ
ン
チ
マ
ン
タ
ァ
ル
と
し
て
定
着
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
、
そ
れ
が
銀
の
匙
を

も
っ
て
生
ま
れ
た
子
の
作
品
で
あ
る
た
め
の
、

ひ
よ
わ
さ
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ
と
し
て
も
、
二
度
と

返
ら
ぬ
古
き
よ
き
日
の
想
い
は
、
詩
人
に
よ
っ

て
し
か
刻
印
さ
れ
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に

北
村
の
“
A
d
i
e
u
”
と
い
う
詩
か
ら
、
一
部
を

紹
介
し
て
お
こ
う
。
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「
さ
よ
う
な
ら
！

　
振
返
る
と
、
ま
だ
笑
っ
て
居
る
小
さ
い
仙
女

　
／
樹
の
影
に
涵
っ
て
居
る
白
い
額
は
花
の
や

　
う
／
風
見
の
や
う
に
此
方
を
指
ざ
す
可
愛
い

　
眼
。
」

　
一
方
、
大
正
時
代
は
社
会
運
動
の
開
花
期
だ

が
、
そ
の
影
響
で
、
横
浜
で
も
大
正
九
年
に
は

根
岸
正
吉
・
伊
藤
公
敬
の
共
著
に
な
る
『
労
働

詩
集
・
ど
ん
底
で
歌
ふ
』
が
刊
行
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
も
ま
た
横
浜
の
別
の
側
面
で
あ
ろ

う
。
次
に
、
伊
藤
の
「
空
腹
」
と
い
う
詩
の
一

節
を
あ
げ
て
お
く
。

　
「
さ
び
し
き
は
い
ず
こ
も
お
な
じ
ゆ
う
ぐ
れ
、

　
お
お
方
の
人
ら
帰
り
て
、
馬
の
斯
も
聴
え
ず
、

　
仲
仕
ら
の
地
を
掻
く
熊
手
の
音
の
み
高
く

　
航
路
標
識
所
の
燈
台
は
か
が
や
き
そ
め
ぬ
。
一

三



　
昭
和
に
入
る
と
、
横
浜
生
ま
れ
の
作
家
と
し

て
、
長
谷
川
伸
・
吉
川
英
治
・
大
仏
次
郎
・
獅

子
文
六
の
四
人
が
大
衆
文
芸
の
方
面
で
活
躍
す

る
。
な
ぜ
純
文
学
で
な
く
、
大
衆
文
学
の
方
に

横
浜
出
身
の
大
家
が
輩
出
し
た
の
か
は
興
味
の

あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
私
は
、
仮
説
と
し
て
次

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

　
こ
の
四
人
が
世
に
出
る
前
の
純
文
学
と
い
う

の
は
、
き
わ
め
て
乱
暴
な
表
現
に
な
る
が
、
ひ

と
こ
と
で
い
え
ば
、
自
然
主
義
の
小
説
は
田
舎

者
の
文
学
、
白
樺
派
の
小
説
は
貴
族
の
お
坊
っ

ち
ゃ
ん
の
作
文
と
い
う
わ
け
で
、
大
人
の
鑑
賞

に
は
耐
え
な
い
弱
さ
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
で

若
く
し
て
社
会
の
な
か
に
投
げ
こ
ま
れ
、
さ
ん

ざ
ん
に
苦
労
を
重
ね
て
い
た
伸
や
英
治
に
は
、

純
文
学
な
ど
は
青
く
さ
い
若
者
の
手
す
さ
び
と

し
か
受
け
と
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
な
い
か
。
獅

子
文
六
の
場
合
は
、
「
東
は
東
」
の
よ
う
な
若

く
し
て
す
ぐ
れ
た
劇
作
を
書
い
た
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
劇
壇
以
外
で
は
評
価
さ
れ
ず
、
こ
れ

で
は
生
活
が
た
た
な
い
と
い
う
わ
け
で
、
大
衆

文
壇
へ
と
転
身
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
横
浜
も
昭
和
に
は
い
る
と
、
六
十
万
を
越
す

大
都
会
と
な
り
、
た
ま
た
ま
作
家
が
通
過
者
と

し
て
横
浜
に
住
ん
だ
と
し
て
も
、
明
治
・
大
正

の
よ
う
な
イ
ン
テ
ィ
メ
ー
ト
な
関
係
が
地
元
の

文
学
青
年
と
の
間
に
生
ま
れ
る
と
い
っ
た
関
係

は
な
く
な
っ
た
。

　
昭
和
十
年
代
に
な
っ
て
、
北
原
武
夫
が
都
新

聞
横
浜
支
局
記
者
と
し
て
勤
務
の
か
た
か
ら
、

横
浜
を
題
材
と
し
た
小
説
を
発
表
し
た
り
、
中

島
敦
が
横
浜
女
学
校
の
教
師
を
し
て
い
た
か
た

わ
ら
、
東
洋
に
題
材
を
と
っ
た
作
品
『
弟
子
』

や
『
李
陵
』
を
書
い
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
個

人
の
い
と
な
み
と
し
て
の
文
学
活
動
と
い
う
点

で
前
代
と
は
違
っ
て
い
る
。
横
浜
の
文
学
青
年

は
自
分
た
ち
で
そ
れ
ぞ
れ
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ

て
同
人
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
戦
争
に
な

っ
て
か
ら
世
に
出
た
の
は
、
こ
う
し
た
グ
ル
ー

プ
か
ら
で
な
く
、
一
人
こ
つ
ぜ
ん
と
自
分
の
体

験
を
物
語
っ
た
野
沢
富
美
子
（
『
煉
瓦
女
工
』
）

で
あ
っ
た
。

　
戦
後
も
こ
の
事
情
は
変
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ

軍
占
領
末
期
の
、
昭
和
三
十
年
代
は
じ
め
に
、

東
京
の
下
町
か
ら
横
浜
へ
来
て
二
年
ば
か
り
住

ん
だ
小
林
信
彦
に
は
、
「
ヨ
コ
ハ
マ
・
グ
ラ
フ

テ
ィ
」
　
（
『
野
性
時
代
』
一
九
七
五
・
三
）
と

０
　
う
す
ぐ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
が
、
そ
の
な

か
で
、
「
外
人
の
渡
来
に
そ
な
え
て
、
安
政
六

年
に
、
横
浜
に
商
人
を
勧
誘
し
た
と
き
か
ら
、

こ
こ
は
す
で
に
〈
一
旗
組
〉
の
街
と
な
る
べ
く

運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
･
･
･
･
･
･
（
昭
和
三
十
一

年
に
は
）
街
の
中
心
部
か
ら
カ
マ
ボ
コ
兵
舎
が

姿
を
消
し
、
米
兵
相
手
の
娼
家
も
人
影
が
ま
ば

ら
だ
っ
た
。
ヘ
リ
・
ポ
ー
ト
も
な
く
な
っ
て
い

た
。
米
軍
は
、
在
日
兵
士
の
数
を
さ
ら
に
滅
ら

す
と
発
表
し
て
い
た
」
。
し
か
し
「
横
浜
に
関

す
る
限
り
、
〈
戦
後
〉
は
、
外
見
的
に
も
、
終

っ
て
い
な
か
っ
た
。
山
下
公
園
は
接
収
さ
れ
た

ま
ま
で
あ
り
、
本
牧
の
Ｐ
Ｘ
は
ご
っ
た
返
し
て

い
た
。
ビ
ル
・
チ
カ
リ
ン
グ
劇
場
は
ネ
オ
ン
が

輝
き
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
な
る
と
巨
大
な
ネ
オ
ン

の
ト
リ
ー
が
立
っ
た
。
Ｐ
Ｘ
の
ま
え
は
米
軍
家

族
の
車
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
」
と
記
し
て
い

る
。
そ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
小
林
は
、
「
横

浜
と
い
う
土
地
を
憎
み
つ
つ
愛
し
て
い
た
」
二

十
代
の
終
り
を
す
ご
し
た
の
で
あ
る
。

　
い
ま
で
は
四
十
歳
を
こ
え
た
小
林
は
、
こ
れ

ま
で
「
オ
ヨ
ヨ
大
統
領
」
の
シ
リ
ー
ズ
小
説
を

六
冊
書
き
あ
げ
た
が
、
こ
れ
が
は
じ
め
昌
文
社

や
早
川
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た
と
き
は
、
一
部

の
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
が
つ
い
て
い
た
だ
け
だ
っ

た
と
思
う
が
、
最
近
角
川
文
庫
に
お
さ
め
ら
れ

て
か
ら
は
、
読
者
層
が
中
学
生
や
高
校
生
に
ま

で
ひ
ろ
が
っ
た
よ
う
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
登
場
す
る
、

深
夜
放
送
の
デ
ィ
ス
ク
・
ジ
ョ
ッ
キ
ー
、
テ
レ

ビ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
、
混
血
児
、
華
僑
、
中
国
料

理
の
達
人
、
き
の
う
の
ジ
ョ
ー
な
ど
が
、
そ
れ

ら
し
い
実
在
人
物
の
も
じ
り
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
が
、
あ
の
占
領
時
代
の
横
浜
の
わ
い
ざ
つ

な
世
相
に
ぴ
た
り
と
あ
て
は
ま
る
人
物
た
ち
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
考
え
て
み
れ
ば
、
戦
後

の
横
浜
か
ら
は
、
ジ
ャ
ズ
マ
ン
か
ら
コ
ピ
ー
ラ

ィ
タ
ー
に
い
た
る
ま
で
、
お
よ
そ
軽
佻
浮
薄
と

思
わ
れ
る
分
野
で
の
文
化
人
が
む
や
み
と
輩
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
十
年
に
わ
た
っ
た
ア
メ
リ
カ
軍
の
占

領
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
占
領

は
、
す
で
に
大
人
に
な
っ
て
い
た
横
浜
人
に
は

マ
イ
ナ
ス
現
象
と
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た

ろ
う
が
、
昭
和
二
十
年
代
に
少
年
で
あ
り
、
青

年
で
あ
っ
た
人
た
ち
に
は
、
あ
の
原
色
を
ぶ
ち

ま
け
た
よ
う
な
奇
妙
き
て
れ
つ
な
横
浜
の
風
景

の
方
が
か
れ
ら
の
原
体
験
で
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
ア
メ
リ
カ
文
化
を
忠
実
に
コ
ピ
ー
す
る
こ

と
か
ら
、
か
れ
ら
の
文
化
的
活
動
が
は
じ
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

　
い
っ
て
み
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
存
在
そ
の

も
の
が
、
通
過
者
と
し
て
の
巨
大
な
役
割
を
果

し
た
こ
と
に
な
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
抜
き
に
、

ア
メ
リ
カ
文
化
に
の
め
り
こ
ん
だ
若
も
の
た
ち

の
な
か
か
ら
、
現
在
わ
が
国
軽
文
化
の
第
一
線
’

に
活
躍
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
そ
の
他
が
生
ま

れ
で
た
所
以
で
あ
り
、
ま
た
一
方
、
抵
抗
感
覚

を
つ
け
た
若
も
の
た
ち
の
な
か
か
ら
は
、
作
家

な
り
評
論
家
な
り
の
物
書
き
が
生
ま
れ
て
い

る
。

　
さ
き
に
ふ
れ
た
宮
原
昭
夫
と
生
島
治
郎
の
二

中
の
同
級
生
で
あ
る
青
木
雨
彦
は
、
中
学
一
年

生
の
と
き
敗
戦
を
迎
え
た
と
い
う
典
型
的
な

「
疎
開
派
」
で
あ
る
が
、
在
学
中
に
中
学
校
が

Ｇ
Ｉ
の
火
遊
び
で
全
焼
す
る
と
い
う
体
験
を
し

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
『
日
経
』
紙
や
『
ミ
ス
テ

リ
・
マ
ガ
ジ
ン
』
な
ど
比
較
的
マ
イ
ナ
ー
な
舞

台
に
随
筆
を
の
せ
て
い
た
が
、
今
年
に
な
っ
て

　
『
週
刊
朝
日
』
に
人
物
論
の
連
載
を
は
じ
め

た
。
「
昭
和
ヒ
ト
ケ
タ
」
生
れ
で
、
戦
争
被
害

者
の
末
端
に
位
す
る
彼
は
、
い
ま
だ
に
軍
歌
が

き
ら
い
（
正
確
に
は
酒
を
飲
ん
で
軍
歌
を
歌
う
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奴
が
嫌
い
）
で
あ
り
、
某
婦
人
雑
誌
が
き
ら
い

　
（
正
確
に
は
戦
争
中
に
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ

ま
で
は
と
い
う
標
語
を
つ
く
っ
た
人
物
が
嫌

い
）
だ
と
い
っ
て
い
る
。
感
覚
の
問
題
で
あ
る

と
し
て
も
、
こ
れ
が
彼
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
な
の

で
あ
る
。

　
感
覚
を
ば
か
に
し
て
は
い
け
な
い
。
戦
争

中
、
高
島
町
辺
で
使
役
を
し
て
い
る
外
国
人
の

捕
虜
を
み
か
け
た
ご
婦
人
が
、
「
お
可
哀
い
そ

う
に
」
と
嘆
声
を
も
ら
し
た
た
め
、
敵
国
人
に

同
情
を
寄
せ
る
な
ど
は
非
国
民
で
あ
る
と
の
き

つ
い
批
難
を
こ
う
む
っ
た
過
去
の
例
が
あ
る
。

そ
の
ご
婦
人
が
横
浜
の
ひ
と
だ
っ
た
か
ど
う
か

は
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
が
、
外
国
人
の
存
在
が

同
質
の
も
の
と
し
て
と
け
こ
ん
で
い
た
、
横
浜

な
ら
で
は
の
話
と
し
て
受
け
と
れ
る
。
要
す
る

に
彼
女
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
い
っ
た
だ
け

な
の
で
あ
る
。

る
福
田
嘉
代
刀
自
は
、
「
古
い
横
浜
人
の
自
覚

と
誇
り
と
が
あ
っ
た
。
明
治
時
代
の
横
浜
は
、

東
京
を
尻
目
に
か
け
る
優
越
感
を
懐
い
た
こ
と

が
あ
っ
た
が
、
彼
女
は
、
そ
の
記
憶
の
残
像
を

消
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
と
描
写
さ

れ
て
い
る
。

　
ふ
る
く
は
渡
辺
玉
子
女
史
以
来
、
川
喜
多
か

し
こ
、
草
笛
光
子
、
岸
恵
子
、
安
井
か
ず
み
、

藤
村
志
保
と
つ
づ
い
て
、
な
ぜ
横
浜
で
は
女
性

優
位
な
の
か
。
歴
史
的
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

理
由
が
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
横
浜
初
代
の
男
性
。
こ
れ
は
一
旗
組

の
山
師
的
商
人
の
群
れ
だ
が
、
激
烈
な
競
争
を

生
き
ぬ
い
て
財
を
な
し
た
商
人
ら
は
、
こ
ん
ど

は
上
昇
指
向
か
ら
、
ア
ッ
パ
ー
・
ク
ラ
ス
の
女

性
を
妻
に
迎
え
る
。
そ
し
て
二
代
目
。
こ
れ
は

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
の
上
流
階
級
で
、
し
か
も

女
の
子
は
性
格
が
父
親
似
の
場
合
、
そ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
引
き
つ
い
で
お
り
、
し
か
も
横
浜
の

女
学
校
は
公
立
よ
り
も
私
立
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

教
育
が
先
行
し
て
い
た
か
ら
、
良
妻
賢
母
型
で

な
く
、
独
立
自
尊
型
と
し
て
仕
込
ま
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
男
子
が
都
会
っ
子
ら
し
く
「
身

を
立
て
、
名
を
あ
げ
る
」
の
に
抵
抗
を
感
じ
、

ム
キ
に
な
れ
な
か
っ
た
の
に
た
い
し
、
女
性
の

方
は
、
そ
の
置
か
れ
た
環
境
か
ら
、
素
直
に
自

分
の
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ

が
横
浜
か
ら
抜
き
ん
で
て
、
才
能
の
あ
る
女
性

が
輩
出
し
た
理
由
で
は
な
か
ろ
う
か
。
戦
前
の

平
沼
高
校
（
第
一
高
女
）
は
、
音
楽
学
校
が
一

学
年
七
〇
名
し
か
と
ら
な
か
っ
た
と
き
で
も
、

毎
年
必
ず
二
、
三
名
は
進
学
し
て
い
た
と
い
う

　
（
昨
年
は
音
楽
学
部
○
、
美
術
学
部
二
だ
っ

た
）
。

　
さ
い
き
ん
、
話
題
に
な
っ
た
横
浜
出
身
の
若

い
女
性
で
は
、
高
瀬
春
奈
と
田
代
泰
子
が
い

る
。
高
瀬
は
昭
和
二
十
九
年
生
ま
れ
で
、
フ
ェ

リ
ス
女
学
院
を
へ
て
、
現
在
早
稲
田
大
学
文
学

部
に
在
学
中
だ
が
、
演
劇
を
志
し
て
い
た
彼
女

は
、
今
度
「
大
輪
の
花
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
」

を
買
わ
れ
て
、
四
月
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
連
続
テ
レ

ビ
ド
ラ
マ
「
い
ち
ば
ん
星
」
で
、
主
役
の
佐
藤

千
夜
子
を
演
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
田
代
泰
子
は
、
こ
の
一
月
、
国
連
大
学
の
翻

訳
官
に
、
男
女
合
せ
て
一
、
二
五
八
人
の
応
募

者
の
な
か
か
ら
、
た
だ
一
人
選
ば
れ
た
。
東
京

の
学
芸
大
附
属
高
校
を
へ
て
、
大
学
は
三
鷹
の

国
際
基
督
教
大
学
を
出
て
い
る
。
大
学
生
の
と

き
は
、
パ
ペ
ッ
ト
・
ク
ラ
ブ
（
人
形
劇
）
の
サ

ー
ク
ル
で
活
躍
し
て
い
た
、
子
供
好
き
の
明
る

い
性
格
の
彼
女
が
、
雑
誌
の
編
集
記
者
か
ら
飜

訳
官
へ
と
転
進
す
る
キ
メ
手
と
な
っ
た
の
は
、

新
聞
情
報
に
よ
れ
ば
、
「
語
学
の
才
能
よ
り
も

言
葉
の
セ
ン
ス
」
が
抜
群
だ
っ
た
の
に
よ
る
そ

う
だ
。

―
享
受
で
は
な
く
創
造
を

　
敗
戦
後
の
い
っ
と
き
、
日
本
は
文
化
国
家
と

し
て
再
建
す
べ
き
だ
と
の
論
が
さ
か
ん
だ
っ
た

が
、
そ
の
こ
ろ
都
会
は
ど
こ
も
焼
け
跡
で
、
食

糧
さ
が
し
に
大
変
だ
っ
た
か
ら
、
た
ま
た
ま
た

く
さ
ん
の
文
化
人
が
田
舎
に
疎
開
し
て
い
た
関

係
も
あ
っ
て
、
ま
ず
地
方
に
お
い
て
文
化
活
動

が
は
じ
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
二
―
三
年

後
に
疎
開
者
が
潮
の
ひ
く
よ
う
に
都
会
へ
戻
っ

て
し
ま
う
と
、
結
局
根
づ
か
な
い
で
終
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
高
度
成
長
時
代
を
迎
え
て
、
地
方

都
市
に
立
派
な
文
化
会
館
や
市
民
ホ
ー
ル
の
施

設
が
ぞ
く
ぞ
く
と
た
て
ら
れ
、
そ
れ
な
り
に
市

民
の
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
て
い
る
が
、
い
く
ら
施

設
が
よ
く
な
っ
て
も
、
文
化
の
創
造
者
が
生
み

だ
さ
れ
な
い
限
り
、
文
化
活
動
が
活
発
だ
と
は

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
昭
和
二
十
二
～
三
年
に
は
、
私
も
新
潟
県
北

蒲
原
郡
の
金
塚
村
に
疎
開
し
て
い
た
が
、
隣
り

の
加
治
村
に
、
国
画
会
系
画
家
の
佐
藤
哲
三
が

住
ん
で
お
り
、
わ
ず
か
の
期
間
だ
が
氏
の
下
で

文
化
活
動
の
手
つ
だ
い
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ

る
。
さ
い
き
ん
洲
之
内
徹
が
『
芸
術
新
潮
』
誌

上
で
、
な
く
な
っ
た
佐
藤
哲
三
の
見
な
お
し
を

し
て
く
れ
て
い
て
、
大
変
う
れ
し
か
っ
た
が
、

戦
時
中
か
ら
佐
藤
は
村
の
子
供
た
ち
に
画
の
指

導
を
し
て
い
た
。
そ
の
子
供
た
ち
の
書
い
た
、

全
紙
一
枚
も
の
農
具
を
描
い
た
大
き
な
デ
ッ
サ

ン
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
い
ま
も
記
憶
に
の
こ
っ

て
い
る
。
そ
の
と
き
、
人
間
の
能
力
の
開
発
に

は
、
い
か
に
師
と
い
う
も
の
の
存
在
が
必
要
で

あ
る
か
を
痛
感
し
た
も
の
で
あ
る
。
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港
町
で
は
、
男
の
子
と
杉
の
木
は
育
た
な

い
、
と
い
う
の
は
、
新
潟
で
の
い
い
つ
た
え
で

あ
る
が
、
同
じ
港
町
で
あ
る
横
浜
で
も
事
情
は

か
わ
ら
な
い
ら
し
く
、
す
で
に
獅
子
文
六
（
岩

田
豊
雄
）
は
、
戦
後
の
混
乱
期
に
書
い
た
小
説

『
や
っ
さ
も
っ
さ
』
の
な
か
で
、
「
ヨ
コ
ハ
マ

　
の
女
に
は
え
ら
い
の
が
い
る
が
、
男
は
ダ
メ

　
だ
」
と
、
喝
破
し
て
い
る
。

　
　
そ
こ
に
登
場
す
る
、
慈
善
婆
さ
ん
と
い
わ
れ

四

な
ぜ

か
女
性

が
活
躍
す
る

五



　
文
化
に
ど
う
行
政
が
か
か
わ
る
の
か
。
ま
ず

施
設
づ
く
り
で
あ
ろ
う
が
、
享
受
す
る
だ
け
の

施
設
に
と
ど
ま
っ
て
は
な
る
ま
い
。
美
術
館
よ

り
も
、
ま
ず
ギ
ャ
ラ
リ
イ
を
と
い
う
の
は
そ
れ

な
り
に
、
ひ
と
つ
の
見
識
で
、
ま
ち
が
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
博
物
館
だ
っ
て
、
本
来
の
機

能
は
単
な
る
陳
列
場
で
は
な
く
、
研
究
機
関
な

の
だ
。
わ
が
市
で
は
小
学
生
ま
で
の
施
設
は
い

ろ
い
ろ
と
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
中
・

高
校
生
に
な
る
と
、
学
校
が
あ
る
か
ら
と
い
う

わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
放
置
さ
れ
て
い
る
。

ど
う
や
っ
て
十
代
の
な
か
か
ら
創
造
的
な
芽
を

の
ば
さ
せ
る
か
が
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に
は
仕
掛
け
と
し
て
の
、
た
ま
り
場
的
な
施

設
が
望
ま
れ
る
。

　
か
つ
て
鎌
倉
ア
カ
デ
ミ
ア
か
ら
は
、
多
数
の

文
化
創
造
者
が
輩
出
し
た
。
ア
カ
デ
ミ
ア
が
つ

ぶ
れ
た
後
、
三
枝
博
音
、
西
郷
信
綱
な
ど
の
す

ぐ
れ
た
教
師
を
引
き
つ
い
だ
横
浜
市
立
大
学
の

文
理
学
部
か
ら
は
、
開
校
後
二
五
年
、
文
化
の

従
事
者
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ど
）
は
た
く
さ

ん
出
た
が
、
創
造
者
が
出
て
こ
な
い
と
い
う
の

は
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
。
テ
レ

ビ
、
ラ
ジ
オ
な
ど
マ
ス
・
メ
デ
イ
ア
の
隆
盛
に

よ
っ
て
、
文
化
事
業
に
た
ず
さ
わ
る
機
会
は
ず

い
ぶ
ん
ふ
え
て
き
た
し
、
大
学
の
文
科
出
身
者

に
も
そ
う
し
た
第
三
次
産
業
へ
の
途
が
ひ
ら
か

れ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
創
造
の

面
で
ド
ロ
ッ
プ
し
て
い
る
の
で
な
い
か
と
危
惧

さ
れ
る
の
が
、
今
日
の
現
状
で
あ
る
。
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