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◎
書

評

田
口

律
男

著
『
都

市
テ

ク
ス

ト
論

序
説

』

波
潟

剛
N
A
M

I
G
A
T
A

T
su
y
o
sh
i

目
を
惹
く
本
だ
っ
た
。
書
店
で
平
積
み
に
な
っ
て
い
た
と
き
、
白
の
シ

ン
プ
ル
な
表
紙
が
他
の
カ
ラ
フ
ル
な
本
の
間
で
目
立
っ
て
い
た
の
が
一
つ

の
理
由
で
あ
る
。
近
寄
っ
て
み
て
実
際
に
は
単
に
白
い
だ
け
の
表
紙
で
は

な
い
こ
と
を
知
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
表
紙
の
シ
ン

プ
ル
さ
か
ら
想
像
し
て
い
た
と
き
よ
り
も
、
随
分
厚
み
が
あ
る
こ
と
だ
っ

た
。後
日
購
入
し
て
ゆ
っ
く
り
読
み
始
め
た
と
き
、
私
の
期
待
は
裏
切
ら
れ

な
か
っ
た
。
本
書
は
注
釈
作
業
や
空
間
論
・
身
体
論
の
導
入
に
よ
っ
て
、

物
語
の
深
層
構
造
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
従
来
の
「
都
市
論
」
的

な
読
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
体
の
構
造
を
把
握
す
る
と
い
う
作
業
で
は
見

落
と
さ
れ
が
ち
な
細
部
の
記
号
や
、
分
裂
し
曖
昧
さ
を
内
在
し
た
記
号
の

両
義
性
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
が
示
す
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

を
読
み
取
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
「
都
市
論
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
古
典
著
と

な
っ
た
前
田
愛
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
か
ら
い
か
に
歩
を
進
め
る

か
と
い
う
格
闘
の
軌
跡
で
あ
り
、
つ
い
キ
ワ
モ
ノ
に
興
味
が
向
か
っ
て
し

ま
う
私
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
も
十
分
尊
敬
に
値
す
る
。

こ
う
し
た
問
題
設
定
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る
「
都
市
論
」
ブ
ー

ム
の
批
判
的
継
承
を
前
提
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
都
市
論
」
と
い

う
枠
組
み
を
特
権
化
す
る
こ
と
な
く
、
「
都
市
」
や
「
都
市
空
間
」
を
文

学
テ
ク
ス
ト
研
究
の
仮
説
概
念
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
可
能
か
、
と
い

う
の
が
本
書
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
「
都
市
論
」
ブ
ー

ム
の
何
も
か
も
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ブ
ー
ム
の

流
れ
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
重
要
な
視
点
を
す
く
い
上
げ
よ
う
と
す
る
姿

勢
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
「
前
田
愛
の
仕
事
に
か
ぎ
っ
て
い
う
な
ら
、
も

っ
と
複
眼
的
で
厳
密
な
検
証
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
」
（
二
六
頁
）
と
い
う

観
点
に
立
ち
、
個
々
の
分
析
に
お
い
て
従
来
の
「
都
市
論
」
的
ア
プ
ロ
ー

チ
と
対
話
を
試
み
る
の
が
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る
。

新
た
な
方
法
を
う
ち
立
て
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
早
急
な
議
論
に
走
る
こ

と
な
く
従
来
の
方
法
を
辛
抱
強
く
検
証
す
る
そ
の
慎
重
な
手
続
き
は
本
書

全
体
で
徹
底
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
タ
イ
ト
ル
の
一
部
に
「
テ
ク
ス
ト
」

と
い
う
用
語
を
採
用
し
つ
つ
も
、
特
権
的
な
「
作
者
」
か
ら
「
作
品
」
を

救
済
し
た
結
果
と
し
て
、
「
読
者
」
に
よ
る
勝
手
な
読
み
の
横
行
、
書
中

で
は
「
恣
意
的
な
読
み
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
（
二
五
頁
）
と
呼
ば
れ
る

状
況
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
と
配
慮
し
、
第
Ⅰ
部
の
総
論
に
お
い
て
、
「
都

市
テ
ク
ス
ト
論
」
を
理
論
的
に
提
示
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
も
そ
の
現

れ
だ
と
い
え
る
。

〈
物
語
内
容
の
審
級
に
お
け
る
身
体
／
都
市
／
政
治
力
学
〉
と

イ
ス

ト
ワ

ー
ル

〈
物
語
言
説
の
審
級
に
お
け
る
表
象
／
テ
ク
ス
ト
／
読
書
行
為
〉
と
の
接

デ
ィ

ス
ク

ー
ル

合
に
関
す
る
議
論
が
第
一
章
で
展
開
さ
れ
た
後
、
第
二
章
で
は
「
都
市
」

と
い
う
用
語
が
日
本
で
定
着
し
て
い
く
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
語
が
日
本
に
お
い
て
成
立
し
定
着
す
る
過
程
が
近

代
国
民
国
家
の
趨
勢
と
無
縁
で
は
な
く
、
明
治
二
〇
年
前
後
の
「
市
区
改



正
」
事
業
に
関
す
る
議
論
と
、
大
正
期
の
「
都
市
計
画
法
」
成
立
に
至
る

議
論
と
が
起
点
と
な
っ
た
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ

う
し
て
総
論
で
は
、「
都
市
テ
ク
ス
ト
論
」
の
理
論
的
枠
組
み
と
「
都
市
」

と
い
う
用
語
そ
の
も
の
の
歴
史
性
と
が
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

続
く
第
Ⅱ
部
の
各
論
は
四
章
立
て
、
合
計
で
一
四
本
の
論
考
か
ら
成
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
章
は
、「
身
体
」「
一
九
二
〇
年
代
・
都
市
」「
言
説
」「
沖
縄
」

を
視
座
と
し
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
都
市
を
実
際
に
歩
き
諸
物
と
出
会

う
「
身
体
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
志
賀
直
哉
、
芥
川
龍
之
介
、
江
戸
川
乱

歩
、
古
井
由
吉
の
小
説
か
ら
読
み
解
か
れ
る
。
そ
し
て
第
二
章
で
は
、
新

感
覚
派
、
と
く
に
横
光
利
一
を
軸
と
し
て
、
「
一
九
二
〇
年
代
・
都
市
」

の
表
象
が
分
析
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
議
論
は
関
東
大
震
災
後
の
東
京
を
概

観
す
る
こ
と
に
始
ま
っ
て
、
同
時
代
の
上
海
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
分
析
へ
と
接
続
し
て
ゆ
く
。
な
か
で
も
都
市
、
国

家
、
作
家
と
複
数
の
次
元
に
お
い
て
浮
か
び
上
が
る
両
義
性
に
注
目
し
て
、

前
田
愛
の
『
上
海
』
論
へ
と
挑
む
論
考
「
横
光
利
一
『
上
海
』
論
」
は
本

書
の
中
心
と
な
る
部
分
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

『
上
海
』
論
と
い
う
折
り
返
し
地
点
を
過
ぎ
る
と
、
議
論
の
対
象
が
第

三
章
で
は
明
治
末
～
大
正
へ
、
そ
し
て
第
四
章
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
後

～
現
在
へ
と
シ
フ
ト
す
る
。
第
三
章
は
夏
目
漱
石
に
的
を
絞
り
、
都
市
を

生
き
る
身
体
の
経
験
す
る
政
治
力
学
と
、
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
都
市

を
め
ぐ
る
「
言
説
」
の
分
析
を
接
合
し
た
『
彼
岸
過
迄
』
論
、
さ
ら
に
『
行

人
』
論
、
『
こ
ゝ
ろ
』
論
が
続
く
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク

ス
を
め
ぐ
る
議
論
が
ふ
た
た
び
鮮
明
に
な
る
第
四
章
で
は
、
空
間
を
め
ぐ

る
政
治
力
学
が
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
視
点
と
重
な
り
合
う
。
そ
し

て
霜
多
正
次
、
目
取
真
俊
に
よ
る
「
沖
縄
」
表
象
の
分
析
を
通
じ
て
、
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
が
い
か
に
主
体
を
立
ち
上
げ
る
べ
き
か
と
い
う
戦
略
性
が
問

わ
れ
て
い
る
。

本
書
の
考
察
は
従
来
の
「
都
市
論
」
で
は
な
か
な
か
扱
わ
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
「
沖
縄
」
に
ま
で
及
ぶ
。
こ
の
よ
う
な
視
野
の
広
さ
は
、
「
都

市
と
は
、
私
た
ち
の
身
体
が
諸
物
と
出
会
う
ト
ポ
ス
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

身
近
な
生
活
世
界
か
ら
世
界
シ
ス
テ
ム
ま
で
が
グ
ラ
デ
ュ
ア
ル
に
内
蔵
さ

れ
て
い
る
」
（
三
六
頁
）
と
い
う
考
え
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
「
お
弁
当
」

も
「
文
学
テ
ク
ス
ト
」
も
「
都
市
」
で
あ
る
と
い
う
指
摘
に
最
初
は
戸
惑

い
も
し
た
が
、
結
果
的
に
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

本
書
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
に
ぶ
れ
が
生
じ
な
い
た
め
だ
。

し
か
し
分
析
の
力
点
は
、
第
Ⅱ
部
各
論
の
前
半
（
一
・
二
章
）と
後
半
（
三
・

四
章
）
で
、
い
わ
ゆ
る
「
都
市
」
の
「
政
治
力
学
」
か
ら
、「
主
体
」
の
「
ポ

リ
テ
ィ
ク
ス
」
へ
と
移
動
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
言
葉
そ
の

も
の
に
注
目
し
て
「
テ
ク
ス
ト
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
吟
味
す
る
作
業
は
、

「
作
家
」
を
含
む
「
主
体
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
へ
と
移
行
す
る
。
こ
の
と

き
の
「
作
家
」
と
テ
ク
ス
ト
論
が
克
服
し
よ
う
と
し
た
「
作
者
」
と
は
ど

う
違
う
の
か
に
つ
い
て
は
自
分
の
な
か
で
解
決
で
き
な
か
っ
た
。
と
は
い

え
個
人
的
に
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
接
続
し
て
ゆ
く
後
半
の
議
論

に
も
か
な
り
興
味
が
あ
る
。
早
く
も
新
た
な
レ
シ
ピ
が
待
ち
遠
し
い
。

（
二
〇
〇
六
年
二
月

松
籟
社

四
七
二
頁
二
八
〇
〇
円
＋
税
）

（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
助
教
授
）


