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論文［場所の病、または作品の外について］上村博

場
所
の
病
、
ま
た
は
作
品
の
外
に
つ
い
て

上
村　

博

は
じ
め
に

　

感
性
的
な
経
験
は
芸
術
作
品
以
外
で
も
勿
論
あ
り
う
る
。
風
景
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
し
、
そ

の
ほ
か
に
も
、
社
交
、
旅
行
、
買
い
物
な
ど
、
日
々
の
生
活
に
は
感
性
を
揺
り
動
か
す
重
要

な
機
会
が
多
々
設
け
ら
れ
て
い
る
。
日
常
の
美
化
、
感
性
化
が
進
む
現
代
の
社
会
で
は
、
そ

れ
ら
に
事
欠
か
な
い
ど
こ
ろ
か
、
過
剰
な
ま
で
に
溢
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
芸
術
作
品
以
外

の
感
性
的
な
（
あ
る
い
は
美
的
な
）
経
験
は
、
作
品
を
モ
デ
ル
と
し
た
美
学
で
は
な
か
な
か
捉

え
に
く
い
。
本
論
の
目
的
は
、
美
的
な
経
験
を
作
品
経
験
の
モ
デ
ル
で
考
え
る
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
広
く
「
場
所
」
の
経
験
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
す
る
と
作
品
も

そ
の
場
所
の
ひ
と
つ
と
な
り
、
作
品
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
そ
の

特
殊
性
を
考
え
る
こ
と
も
容
易
に
な
ろ
う
。

　

本
論
は
大
き
く
二
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も
の
問
題
提
起
と
し

て
、
作
品
経
験
を
唯
一
の
モ
デ
ル
に
す
る
の
で
は
な
く
「
場
所
」
の
経
験
と
し
て
美
的
な
経

験
を
考
察
す
る
必
要
性
を
示
す
。
次
に
作
品
の
提
供
す
る
よ
う
な
現
前
す
る
知
覚
が
な
い
場

合
も
、
場
所
に
由
来
す
る
強
い
感
覚
が
発
生
す
る
例
と
し
て
、「
郷
土
の
病
」（M

al du pays, 

N
ostalgia

）
を
と
り
あ
げ
、
特
に
そ
れ
が
「
風
景
」
と
い
う
自
然
や
場
所
の
受
容
形
態
と
ど
う

関
係
す
る
か
を
考
察
し
た
い
。
そ
う
し
た
場
所
へ
の
感
性
の
考
察
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
「
作

品
」
と
い
う
特
殊
な
場
所
に
つ
い
て
も
、
そ
の
特
性
と
「
作
品
」
以
外
の
場
所
と
の
関
係
を

捉
え
直
す
こ
と
を
促
す
こ
と
だ
ろ
う
。

一
、
作
品
と
場
所

　

芸
術
作
品
は
知
覚
さ
れ
、
鑑
賞
さ
れ
る
限
り
で
存
在
す
る
。
そ
う
い
う
考
え
方
を
前
提
す

る
の
が
近
代
美
学
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
十
分
に
首
肯
で
き
る
理
由
が
あ
る
。
何
ら
か
の
伝
え

る
べ
き
物
語
の
イ
ラ
ス
ト
で
も
、
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
構
わ
な
い
装
飾
で
も
な
く
、
言
語

の
連
鎖
な
り
空
間
構
成
な
り
、
そ
れ
自
体
の
形
態
が
表
現
で
あ
り
、
独
自
の
意
味
を
持
っ
て

い
る
よ
う
な
「
作
品
」
と
い
う
考
え
は
、
人
間
の
社
会
が
歴
史
の
中
で
手
に
入
れ
る
こ
と
の

で
き
た
重
要
な
収
穫
で
あ
る
。
完
結
し
た
作
品
世
界
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
個
々
の
優
れ
た

実
例
が
あ
る
こ
と
で
重
要
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
諸
々
の
世
界
を
持
つ
こ
と
自

体
が
（
往
々
に
し
て
名
目
的
な
も
の
で
し
か
な
い
）
人
間
の
自
由
を
期
待
さ
せ
る
と
い
う
機
能
が

あ
る
。

　

し
か
し
、
他
方
で
作
品
の
知
覚
だ
け
に
向
け
て
芸
術
的
な
活
動
が
営
ま
れ
て
き
た
わ
け
で

も
な
い
。
た
と
え
ば
諸
芸
術
の
女
王
た
る
建
築
術
は
居
住
や
都
市
生
活
と
い
う
実
践
的
な
目

的
が
優
先
す
る
。
ま
た
作
品
の
知
覚
は
作
品
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
と
結
び
つ
く
こ
と
で
極

め
て
豊
饒
な
経
験
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
し
が
た
挙
げ
た
建
築
術
は
生
活
と
不

可
分
で
あ
る
し
、
宗
教
や
社
交
と
の
関
わ
り
抜
き
に
芸
術
の
歴
史
を
考
え
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
作
品
の
知
覚
の
重
要
性
は
当
然
と
し
て
も
、
そ
れ
の
み
を
排
他
的
な
原
理
と
す
る

の
は
思
考
実
験
の
よ
う
な
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
。

（
一
）
形
式
と
そ
の
外
側

　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
思
考
実
験
を
実
行
に
移
そ
う
と
し
た
の
が
、
絵
画
を
「
一
定
の
秩
序
の

色
彩
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
た
平
面
」
と
言
い
切
る
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
（1）
な
ど
を
は
じ
め
と
す

る
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
芸
術
運
動
、
と
り
わ
け
二
十
世
紀
前
半
に
欧

米
を
席
捲
し
た
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
職
業
的
な
芸
術
が
専
門
性
や
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
を
必
要
と
し
た
と
い
う
理
由
も
多
分
に
あ
る
の
だ
が
、
理
論
的
な
理
由
と
し
て

は
、
前
衛
主
義
運
動
が
カ
ン
ト
的
な
無
関
心
性
の
端
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
作
品
形
式
へ
の

知
覚
を
重
視
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
は
、
本
来
芸
術
作
品
は

そ
の
ジ
ャ
ン
ル
固
有
の
形
式
に
し
か
で
き
な
い
よ
う
な
表
現
を
追
求
す
べ
き
だ
と
し
、
他
の

ジ
ャ
ン
ル
、
と
り
わ
け
言
語
的
な
媒
体
な
ど
の
伝
え
る
も
の
に
作
品
が
す
り
替
わ
っ
て
し
ま

う
こ
と
を
批
判
し
た
。
た
し
か
に
、
一
枚
の
額
絵
は
、
そ
れ
が
小
説
や
新
聞
記
事
や
、
あ
る

い
は
単
に
標
題
で
置
き
換
え
ら
れ
る
な
ら
不
要
で
あ
る
。
絵
画
表
面
の
色
と
形
の
コ
ン
ポ
ジ

シ
ョ
ン
で
し
か
訴
え
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
我
々
が
作
品
に
接
す

る
際
に
は
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
の
標
榜
す
る
よ
う
な
態
度
ば
か
り
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
よ
う
な
態
度
は
作
品
の
内
部
に
完
結
す
る
知
覚
と
い
う
、
理
想
的
で
お
よ
そ
実

現
不
可
能
な
特
異
な
知
覚
を
要
求
す
る
。
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
は
自
律
的
な
作
品
空
間
と
い
う

近
代
主
義
の
神
話
を
前
提
し
て
お
り
、
そ
の
埒
外
に
出
る
よ
う
な
情
動
や
物
質
性
を
無
視
し

て
し
ま
う
。
し
か
し
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
作
行
為
が
純
粋
な
鑑
賞
空
間
を
離
れ
た
場
所

で
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
九
八
〇
年
代
に
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
を
批
判
し
た
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
ク
ラ
ウ
ス
ら
の
立
場
か
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ら
す
る
と
、
理
論
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
芸
術
活
動
は
す
で
に
展
開
し
て
き
て
お

り
、
た
と
え
ば
彫
刻
は
も
は
や
立
体
造
形
物
と
し
て
の
み
捉
え
う
る
も
の
で
は
な
く
、
台
座

の
上
の
ブ
ロ
ン
ズ
や
大
理
石
の
構
造
物
は
、
風
景
や
建
築
な
ど
も
含
め
た
広
汎
な
空
間
表
現

の
領
域
の
な
か
で
非
風
景
か
つ
非
建
築
と
い
う
局
所
的
な
部
分
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
（2）
。

と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
ク
ラ
ウ
ス
ら
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
「
彫
刻
」
あ
る
い
は
よ
り
広
く

「
芸
術
」
は
、
き
わ
め
て
制
度
的
な
洗
練
を
経
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
芸
術
の
歴
史
を
踏
ま

え
、
そ
の
上
で
の
「
方
法
」
の
呈
示
と
な
っ
て
い
る
（3）
。
こ
れ
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
作
り
上
げ

た
枠
内
で
の
作
品
か
ら
こ
そ
は
離
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
「
芸
術
」
と
い

う
制
度
内
で
の
固
有
名
詞
を
持
っ
た
作
者
の
仕
事
と
い
う
側
面
は
根
強
く
残
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
地
球
上
で
日
々
営
ま
れ
て
い
る
制
作
行
為
の
大
半
は
、
一
見
し
て
モ
ダ
ン

で
も
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
で
も
な
く
、
前
近
代
的
な
主
義
主
張
の
表
明
や
感
情
の
吐
露
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
い
つ
の
時
代
に
も
旺
盛
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
制
作
と
い
う
局
面
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
く
、
我
々
は
整
っ
た
作
品
の
形
式
や
作
者
の
手
法
で
は
な
く
、
も
っ
と
些
細

な
も
の
に
強
い
感
情
を
抱
く
こ
と
が
多
い
。
生
活
す
る
う
え
で
沸
き
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
情

念
の
こ
と
は
こ
こ
で
は
お
く
と
し
て
も
、
知
覚
の
対
象
に
限
っ
て
も
そ
う
で
あ
る
。
日
々
折

に
触
れ
て
出
く
わ
す
風
景
。
人
体
や
物
体
の
姿
態
。
言
葉
や
仕
草
の
喚
起
す
る
、
と
き
に
想

像
な
い
し
記
憶
の
混
じ
る
情
景
。
な
に
も
く
っ
き
り
と
輪
郭
の
定
ま
っ
た
作
品
ば
か
り
が
美

的
評
価
の
対
象
と
な
っ
た
り
、
ま
た
我
々
に
強
い
感
性
的
経
験
を
与
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
作
品
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
す
ら
、
む
し
ろ
、
知
覚
対
象
と
な
る
作
品
の
形
式
よ
り

も
、
別
の
も
の
が
消
費
さ
れ
、
味
わ
わ
れ
て
い
る
場
合
の
ほ
う
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
作
者
の
名
前
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
展
示
空
間
の
雰
囲
気

で
も
あ
ろ
う
。

　

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
が
広
め
た
概
念
に
「
パ
レ
ル
ゴ
ン
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
中
心
的

な
仕
事
の
付
属
物
を
指
し
、
作
品
の
周
囲
に
あ
る
額
縁
や
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
な
ど
を
指
す
言
葉

で
あ
る
。
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
を
は
じ
め
、
芸
術
を
巡
る
関
心
は
往
々
に
し
て
作
品
の
内
部
だ

け
に
向
か
い
が
ち
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
リ
ダ
は
こ
れ
ら
の
パ
レ
ル
ガ
（
パ
レ
ル
ゴ

ン
の
複
数
形
）
に
注
目
し
、
作
品
（
は
た
ら
き
）
を
生
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
考
え
る
（4）
。
た
し

か
に
パ
レ
ル
ガ
は
作
品
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
品
の
前
に
あ
っ
て
、
そ

の
は
た
ら
き
を
可
能
に
す
る
も
の
と
い
っ
て
も
良
い
。
装
飾
の
施
さ
れ
た
額
縁
同
様
に
、
そ

も
そ
も
美
術
館
や
劇
場
も
パ
レ
ル
ガ
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
陳
腐
な
壮
観
は
そ
れ
自
体
が
鑑
賞

さ
れ
な
く
て
も
、
そ
の
中
で
の
経
験
を
促
す
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
ふ
た
つ
の
「
場
所
」、
土
地
と
名
前

　

た
だ
、
作
品
の
ま
わ
り
に
あ
る
パ
レ
ル
ガ
、
あ
る
い
は
作
品
の
外
の
も
の
（
文
字
通
り
の

オ
ー
ド
ブ
ル
、hors d ’œ

uvre

は
も
と
も
と
建
築
の
本
体
か
ら
は
み
出
た
付
属
的
な
部
分
を
指
し
た
）
に
は
、

一
層
広
い
我
々
の
感
性
的
経
験
の
な
か
で
、
作
品
と
関
わ
る
こ
と
な
く
、
つ
ま
り
「
作
品
抜

き
」
の
美
的
な
経
験
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
特
定
の
対
象
に
関
わ
り

つ
つ
も
、
必
ず
し
も
そ
の
対
象
そ
の
も
の
の
知
覚
が
重
要
で
は
な
い
、
気
分
を
感
じ
取
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
精
緻
な
集
中
的
知
覚
以
上
に
、
期
待
や
恐
れ
、
耽
溺
や
幻
惑
、
追
想

や
執
着
が
大
い
に
働
く
。
十
九
世
紀
の
ロ
マ
ン
主
義
が
流
行
ら
せ
た
感
情
過
多
の
対
人
、
対

物
の
経
験
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
が
、
そ
う
し
た
経
験
が
特
定
の
外
的
対
象
に
持
続
的
・
集
中
的
に
注
意

を
向
け
る
こ
と
が
な
い
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
決
し
て
内
向
的
な
夢
想
だ
け
が
あ
る
の
で
は
な

い
こ
と
で
あ
る
。
夢
想
や
連
想
、
追
憶
が
と
り
と
め
も
な
く
拡
が
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ

れ
に
は
は
じ
め
の
き
っ
か
け
と
向
か
う
べ
き
行
く
先
が
あ
る
。
ひ
と
つ
に
は
そ
う
し
た
空
想

を
促
す
よ
う
な
特
定
の
対
象
が
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
そ
の
よ
う
な
対
象
を
目
の
前
に
し

て
い
な
く
て
も
、
特
定
の
対
象
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
類
型
化
さ
れ
た
感
情
が
あ
る
。
両
者

は
そ
れ
ぞ
れ
が
ト
ピ
ッ
ク
（
場
所
）
で
あ
る
。
前
者
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
、
ロ
マ
ン
主
義
の

文
学
や
絵
画
が
と
り
わ
け
好
ん
だ
の
が
さ
ま
ざ
ま
な
「
土
地
」
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
後
者

の
ト
ピ
ッ
ク
も
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
い
く
つ
か
の
感
情
が
あ
る
。
た
と
え
ば
廃
墟
や
山
岳

風
景
、
冬
の
旅
路
な
ど
、
い
く
つ
か
の
決
ま
っ
た
土
地
の
情
景
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
崇

高
、
孤
独
、
憧
憬
な
ど
、
こ
れ
ま
た
い
く
つ
か
の
決
ま
っ
た
名
前
で
示
さ
れ
る
感
情
が
引
き

起
こ
さ
れ
る
。

　

欧
州
で
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
古
典
的
な
規
範
が
唯
一
の
選
択
肢
で
あ
っ
た
と
き
、
芸
術

的
な
表
現
で
個
々
の
土
地
の
特
色
が
描
か
れ
る
こ
と
は
主
要
な
関
心
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
十
七
世
紀
の
ラ
シ
ー
ヌ
は
す
で
に
ア
テ
ネ
で
も
ロ
ー
マ
で
も
な
く
、
ト
ル
コ
の
宮
廷
を
舞

台
に
し
た
『
バ
ジ
ャ
ゼ
』Bajazet

（
一
六
七
二
年
）
を
作
り
、
十
八
世
紀
以
降
に
は
広
く
文
学

で
も
絵
画
で
も
音
楽
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

ロ
マ
ン
主
義
の
宣
言
で
も
あ
る
ユ
ー
ゴ
ー
の
『
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
』
序
文
（
一
八
二
七
年
）
で

は
「
地
方
色
」
が
称
揚
さ
れ
る
。
そ
れ
も
た
だ
異
国
風
の
舞
台
設
定
と
い
う
意
味
の
地
方
色

で
は
な
く
、
作
品
に
強
い
生
命
力
を
、「
根
か
ら
樹
木
の
葉
の
隅
々
に
ま
で
」
吹
き
込
む
も

の
と
し
て
の
地
方
色
が
称
揚
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
地
方
色
は
紋
切
り
型
に
収
ま
ら
な
い
個
性

的
な
感
情
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。「
美
し
い
も
の
で
は
な
く
、
特
徴
的
な
も
の
」
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を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ユ
ー
ゴ
ー
は
演
劇
作
品
を
話
題
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
表
現
す

る
感
情
の
源
泉
と
し
て
、「
普
通
の
も
の
」
で
は
な
い
、
土
地
の
色
や
時
代
の
色
を
求
め
て

い
る
（5）
。
土
地
と
劇
的
な
感
情
と
は
結
び
つ
い
て
い
る
。
画
家
の
ド
ラ
ク
ロ
ワ
も
、
地
方
色

は
感
情
だ
と
語
る
（6）
。

　

芸
術
的
な
表
現
だ
け
で
は
な
い
。
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
以
来
、
現
実
の
土
地
へ
の
美
的
な

関
心
が
風
景
を
見
て
楽
し
む
と
い
う
習
慣
と
し
て
定
着
す
る
（7）
。
各
種
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
ま

た
各
国
民
の
歴
史
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
で
、
各
地
の
記
念
物
や
史
蹟
が
注
意
を
集
め
、
そ
の

上
で
新
た
な
名
高
い
場
所
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
が
作
ら
れ
る
。
鉄
道
に
代
表
さ
れ
る
新
し
い
移

動
手
段
が
観
光
旅
行
を
普
及
さ
せ
、
上
記
の
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
場
所
の
魅
力
が
こ
れ
で
も

か
と
い
う
ぐ
ら
い
に
喧
伝
さ
れ
る
。「
ど
こ
ど
こ
へ
の
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
旅
」
と
い
う
絵

入
り
の
旅
行
ガ
イ
ド
は
さ
ま
ざ
ま
な
国
で
さ
ま
ざ
ま
な
旅
行
先
の
も
の
が
十
八
世
紀
末
か
ら

二
十
世
紀
に
か
け
て
続
々
と
刊
行
さ
れ
た
。
十
九
世
紀
は
作
家
や
作
品
が
特
権
視
さ
れ
る
芸

術
至
上
主
義
の
生
ま
れ
た
時
代
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
品
だ
け
で
な

く
、
場
所
へ
の
強
い
関
心
と
場
所
を
美
的
に
享
受
す
る
と
い
う
習
慣
が
生
ま
れ
た
時
代
で
も

あ
る
。

　

た
だ
し
現
前
し
て
い
る
土
地
と
想
起
さ
れ
て
い
る
土
地
の
名
前
と
い
う
二
種
の
ト
ピ
ッ
ク

は
往
々
に
し
て
結
び
つ
い
て
は
い
る
も
の
の
、
目
の
前
の
土
地
の
情
景
に
付
随
し
て
の
み
感

情
の
ト
ピ
ッ
ク
が
喚
起
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
目
の
前
に
あ
る
土
地
を
見

ず
に
別
の
土
地
の
名
前
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
ず
れ
が
引
き
起

こ
す
感
情
そ
の
も
の
が
、
ロ
マ
ン
主
義
以
降
の
重
要
な
感
情
的
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
数
え
ら
れ

よ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
郷
愁
や
見
知
ら
ぬ
土
地
へ
の
憧
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で

再
び
立
ち
帰
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
前
に
、
こ
こ
で
は
美
術
館
と
い
う
特
異
な
場
所
に
つ

い
て
補
足
し
て
お
こ
う
。

（
三
）
美
術
館
と
い
う
場
所

　

実
の
と
こ
ろ
、
美
術
館
や
劇
場
も
、
さ
ら
に
は
作
品
自
体
も
、
訪
ね
ら
れ
る
べ
き
場
所
と

し
て
、
鑑
賞
経
験
で
は
な
く
、
旅
行
経
験
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
今
も

引
き
続
き
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

美
術
館
で
は
、
そ
の
展
示
す
る
作
品
が
鑑
賞
さ
れ
る
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
作
品
が
鑑
賞

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
む
し
ろ
美
術
館
に
行
く
こ
と
自
体
が
目
的
と
な

り
、
作
品
を
一
目
見
る
こ
と
あ
る
い
は
、
そ
の
前
に
立
つ
こ
と
だ
け
が
目
的
と
な
る
こ
と
は

十
分
に
あ
り
う
る
。
日
本
の
美
術
館
で
し
ば
し
ば
観
察
さ
れ
る
事
態
は
そ
の
例
証
と
な
ろ

う
。
有
名
な
作
品
を
大
々
的
に
宣
伝
し
て
展
示
し
、
そ
れ
を
見
よ
う
と
大
挙
し
て
押
し
寄
せ

た
観
衆
に
対
し
「
作
品
の
前
で
立
ち
止
ま
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
呼
び
か
け
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
憤
慨
す
る
美
術
愛
好
家
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
そ
も
そ
も
作
品
の
鑑
賞
経

験
の
場
所
を
提
供
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
巡
拝
行
為
の
場
所
を
提
供
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
も
い
え
よ
う
。
オ
ペ
ラ
座

な
り
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
に
行
く
の
は
、
演
劇
作
品
や
音
楽
作
品
を
鑑
賞
に
行
く
こ
と
ば
か

り
が
目
的
で
は
な
い
。
劇
場
や
ホ
ー
ル
に
行
く
こ
と
自
体
も
重
要
な
の
で
あ
る
。
演
奏
時
間

中
は
寝
て
い
て
、
休
憩
時
間
に
用
談
を
し
た
り
飲
食
す
る
場
所
と
し
て
用
い
て
も
間
違
い
で

は
な
い
。
勿
論
、
演
出
や
演
奏
が
す
ぐ
れ
て
い
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
失
敗
作

で
も
下
手
な
演
奏
で
も
大
し
た
問
題
で
は
な
い
。
作
品
が
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
声
高
ら
か
に

ブ
ー
イ
ン
グ
を
す
れ
ば
よ
い
だ
け
だ
し
、
し
か
も
失
敗
作
の
経
験
は
そ
れ
自
体
が
劇
場
な
ら

で
は
の
貴
重
な
経
験
で
あ
る
。

　

な
お
、
作
品
を
一
目
見
る
行
為
に
つ
い
て
、
先
ほ
ど
「
巡
拝
行
為
」
と
述
べ
た
が
、
こ
れ

は
比
喩
で
は
な
い
。
二
十
世
紀
は
じ
め
に
ア
ー
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル
が
『
近
代
の
記
念
物
崇

拝
』
で
指
摘
し
た
よ
う
に
（8）
、
作
品
は
も
は
や
共
同
体
の
記
憶
を
担
う
記
念
物
で
も
な
く
、

歴
史
資
料
で
も
な
く
、
近
代
に
生
ま
れ
た
特
殊
な
価
値
に
対
す
る
一
種
の
信
仰
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
は
知
的
な
理
解
を
目
指
し
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
芸
術
的
な
鑑
賞
と
い

う
も
の
と
も
違
っ
て
、
対
象
の
犀
利
な
知
覚
を
要
求
し
な
い
情
緒
的
な
行
為
で
あ
る
。
リ
ー

グ
ル
は
こ
れ
を
大
衆
の
時
代
の
到
来
と
と
も
に
生
ま
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
実
は
、
同

様
の
行
為
は
す
で
に
啓
蒙
の
時
代
の
知
的
エ
リ
ー
ト
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
、
ロ
マ
ン
主
義
の
芸
術
的
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
廃
墟
や
山
岳
な
ど
の
風
景
に
つ
い
て
は
、

対
象
そ
の
も
の
が
知
覚
さ
れ
る
よ
り
も
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
内
面
的
な
感
情
が
吐
露

さ
れ
た
り
自
然
へ
の
感
動
が
表
明
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
現
実
の
土
地
の
相
貌
に
対
す
る
鋭
敏
な
知
覚

も
重
視
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
カ
ー
ル
ス
や
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ

ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
ら
の
自
然
科
学
的
な
関
心
か
ら
の
土
地
の
観
察
に
は
自
然
の
驚
異
へ
の
讃
歎
が
結
び
つ
い

て
い
る
）。
風
景
は
自
己
の
感
性
的
経
験
の
記
述
の
き
っ
か
け
で
し
か
な
い
。
他
方
で
、「
作

品
」
に
対
し
て
は
伝
統
的
に
科
学
的
あ
る
い
は
審
美
的
な
態
度
が
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
支
配
的

だ
っ
た
の
で
、
そ
う
し
た
記
念
物
崇
拝
的
な
側
面
が
隠
さ
れ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
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芸
術
作
品
の
知
覚
と
は
別
に
、
現
実
の
土
地
の
知
覚
や
土
地
の
記
憶
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ

る
感
情
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
郷
愁
（
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
）
と
い
う
一
種
の

「
郷
土
の
病
」
も
挙
げ
て
良
い
だ
ろ
う
。
郷
愁
は
，
実
際
、
何
ら
か
の
形
式
的
な
知
覚
と
は

別
の
も
の
に
由
来
す
る
強
い
美
的
な
経
験
を
も
た
ら
す
。
し
か
も
目
の
前
の
土
地
と
は
違
う

別
の
も
の
が
そ
こ
に
働
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
作
品
で
も
な
く
、
ま
た
現
前
す
る
対
象
と

い
う
こ
と
で
も
な
い
、
非
常
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
作
品
の
形
式
的
知
覚
と

い
う
芸
術
の
標
準
的
な
受
容
形
態
か
ら
す
れ
ば
、
や
や
よ
こ
し
ま
な
、
し
か
し
同
時
に
事
実

上
は
広
汎
に
普
及
し
て
い
る
、
作
品
の
背
後
の
、
あ
る
い
は
作
品
の
「
外
」
の
何
も
の
か
へ

の
執
着
が
い
か
に
し
て
発
生
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
執
着
を
も
た
ら
す
シ
ス
テ
ム
は
何

か
を
探
究
す
る
た
め
に
恰
好
の
題
材
と
な
ろ
う
。

二
、
郷
土
の
病

　

あ
る
土
地
を
視
覚
的
な
対
象
と
し
て
美
的
に
見
る
こ
と
が
「
風
景
」landscape, paysage

の
始
ま
り
だ
と
し
た
ら
、
風
景
は
あ
た
か
も
作
品
と
同
じ
よ
う
に
見
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。

自
然
の
脅
威
の
た
だ
中
で
生
き
て
き
た
人
間
た
ち
に
と
っ
て
、
自
然
を
美
的
に
眺
め
る
こ
と

は
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、
た
と
え
ば
ケ
ネ
ス
・
ク
ラ
ー
ク

の
風
景
論
の
よ
う
に
、
風
景
を
見
る
と
い
う
行
為
を
人
間
が
文
化
的
に
作
り
上
げ
た
自
然
の

見
方
の
投
影
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
（9）
。
た
し
か
に
、
我
々
は
ウ
ェ
ル
ギ
リ

ウ
ス
や
ク
ロ
ー
ド
・
ロ
ラ
ン
に
倣
っ
て
田
園
や
海
浜
を
眺
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た

芸
術
作
品
の
知
覚
に
似
た
土
地
の
景
観
の
知
覚
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
他
方
で
、

自
然
の
景
観
の
視
覚
的
印
象
を
は
み
だ
す
よ
う
な
、
あ
る
い
は
全
く
別
物
へ
と
ス
ラ
イ
ド
し

て
し
ま
う
よ
う
な
風
景
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
十
八・
十
九
世
紀
に
流
行
っ
た

「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
な
旅
は
一
方
で
は
そ
の
名
の
と
お
り
、
自
然
の
中
に
画
家
の
描
い
た

よ
う
な
風
景
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
た
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
に
は
絵
画
の
よ

う
な
視
覚
的
な
対
象
に
収
ま
ら
な
い
別
の
も
の
が
潜
ん
で
い
る
。「
崇
高
」
と
い
う
美
的
範

疇
に
も
重
な
る
部
分
で
あ
り
、
急
峻
な
ア
ル
プ
ス
の
風
景
や
古
代
ロ
ー
マ
の
廃
墟
の
眺
望
は

直
接
的
な
視
覚
を
越
え
て
、
巨
大
で
無
限
な
力
を
讃
仰
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
土
地
の
景
観

に
人
間
が
理
念
的
な
も
の
を
看
取
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
と
近
い
が
、
た

だ
し
も
は
や
目
の
前
の
土
地
の
知
覚
が
重
要
で
は
な
く
、
別
の
土
地
を
強
く
心
に
思
い
描
く

と
い
う
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
郷
愁
で
あ
る
。

　

十
七
世
紀
の
後
半
、
ス
イ
ス
の
医
学
生
ホ
ー
フ
ァ
ー
は
「
ノ
ス
タ
ル
ギ
ア
、
あ
る
い
は

H
eim

w
eh

（
郷
愁
）」
と
い
う
論
文
を
書
い
た
（10）
。
そ
こ
で
は
傭
兵
な
ど
で
外
国
に
出
稼
ぎ
に

行
っ
た
ス
イ
ス
人
た
ち
が
感
じ
る
心
身
の
不
調
、
不
安
や
不
眠
、
発
熱
が
ノ
ス
タ
ル
ギ
ア
と

い
う
新
語
で
示
さ
れ
て
い
る
。
若
い
娘
が
入
院
の
た
め
故
郷
を
離
れ
、
都
会
に
来
て
病
が
ひ

ど
く
な
り
、
治
療
を
拒
否
し
て
「
帰
り
た
い
、
帰
り
た
い
」
と
ば
か
り
言
い
続
け
る
。
彼
女

は
故
郷
に
戻
っ
て
直
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
ベ
ル
ン
出
身
の
バ
ー
ゼ
ル
に
住
む
学
生

も
熱
を
出
し
て
錯
乱
す
る
。
こ
の
学
生
は
病
を
癒
す
た
め
故
郷
に
帰
さ
れ
る
と
聞
い
た
だ
け

で
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
、
ベ
ル
ン
に
到
着
す
る
前
に
回
復
し
た
ら
し
い
。
そ
う
し
た
さ
ま

ざ
ま
な
症
例
の
た
め
に
ホ
ー
フ
ァ
ー
が
ノ
ス
タ
ル
ギ
ア
（nostalgia

＝nostos

帰
還
＋algos

苦
し

み
）
と
い
う
語
を
作
る
前
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
ス
イ
ス
で
はH

eim
w

eh

、
フ
ラ
ン
ス
で
は 

m
aladie du pays

（
後
に
は
む
し
ろm

al du pays

）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
英
語
のhom

esickness

や

日
本
語
の
「
郷
愁
」
は
そ
う
し
た
俗
語
の
直
訳
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
語
で
の
「
郷
愁
」
そ
し
て
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
は
、
懐
か
し
さ
や
親
し

み
と
い
っ
た
積
極
的
な
含
意
を
持
つ
。
こ
れ
は
本
来
の
ノ
ス
タ
ル
ギ
ア
の
痛
切
な
感
情
と
は

異
な
り
、
現
前
す
る
対
象
の
喚
起
す
る
何
か
し
ら
回
顧
的
な
安
堵
感
と
言
っ
た
方
が
よ
い
場

合
が
多
い
。
津
上
英
輔
氏
はnostalgia

の
そ
う
し
た
最
近
の
用
法
に
つ
い
て
、
日
本
の
み
な

ら
ず
外
国
で
も
同
様
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
も
本
来
のnostalgia

の
一
面
で
あ
っ
た
と

指
摘
し
、
そ
れ
を
新
た
な
美
的
範
疇
と
し
て
提
唱
す
る
（11）
。
実
際
、
ノ
ス
タ
ル
ギ
ア
は
も
は

や
ス
イ
ス
人
固
有
の
病
気
で
も
な
く
、
ま
た
近
代
人
一
般
の
病
気
で
も
な
く
、
特
定
の
対
象

を
前
に
し
た
現
代
の
人
間
が
導
か
れ
る
独
特
の
感
性
的
な
経
験
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
日
々
の

暮
ら
し
の
あ
い
だ
に
時
折
訪
れ
る
あ
る
種
の
情
緒
へ
の
心
地
よ
い
耽
溺
の
よ
う
な
も
の
で
し

か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
文
学
、
建
築
、
景
観
な
ど
の
具
体
的
な
制
作
物

と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
お
そ
ら
く
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
は
豊
饒
な
外
延
を
持
つ
。

　

た
だ
し
こ
こ
で
の
主
要
な
関
心
は
、
む
し
ろ
津
上
氏
が
「
負
の
」
と
形
容
す
る
ノ
ス
タ
ル

ギ
ア
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
距
離
感
、
喪
失
感
と
い
っ
た
、
対
象
の
現
前
よ
り
も
不
在
に
起

因
す
る
郷
愁
で
あ
る
。
ま
た
す
ぐ
に
付
け
加
え
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
郷
愁
も
、
単
な
る
不

在
で
は
な
く
、
想
像
と
い
う
、
現
前
性
の
特
殊
な
あ
り
か
た
に
関
わ
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。
本
論
で
は
郷
愁
が
特
に
近
代
の
人
間
に
と
っ
て
本
来
的
な
自
己
疎
外
と
関

係
し
、
ま
た
風
景
や
芸
術
作
品
の
受
容
に
お
い
て
も
、
そ
の
根
底
と
な
る
動
機
を
な
す
も
の

で
は
な
い
か
と
い
う
点
を
主
張
し
た
い
。
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（
一
）
郷
愁
と
時
間

　

そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
郷
愁
は
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
や
、
さ
ら
に
遡
っ
て
ル
ソ
ー
や
カ

ン
ト
が
す
で
に
議
論
し
た
も
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
郷
愁
を
時
間
的
な
流

れ
の
な
か
で
捉
え
る
。
そ
れ
は
場
所
の
喪
失
と
い
う
よ
り
も
、
時
間
の
喪
失
で
あ
る
（12）
。

失
っ
た
時
間
は
二
度
と
取
り
返
し
よ
う
が
な
い
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
ト
ロ
イ
ア
戦
役
の
あ

と
、
ポ
セ
イ
ド
ー
ン
の
怒
り
を
買
っ
て
、
故
郷
イ
タ
ケ
ー
に
帰
還
す
る
こ
と
が
な
か
な
か
で

き
な
か
っ
た
。
長
年
の
流
浪
の
末
に
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
よ
う
や
く
自
分
の
島
へ
、
妻
の
待

つ
館
に
帰
っ
て
く
る
。
し
か
し
そ
れ
は
空
間
的
に
は
同
じ
場
所
で
あ
っ
て
も
、
す
で
に
二
十

年
も
の
月
日
が
流
れ
た
の
ち
の
故
郷
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
同
じ
場
所
で
は
な
い
。
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
か
つ
て
自
分
が
住
ま
っ
て
い
た
場
所
を
回
復
す
る
こ
と
は
、
原
理
的
に
不

可
能
な
の
で
あ
る
。
郷
愁
は
場
所
に
向
か
う
と
い
う
よ
り
も
、
失
わ
れ
た
時
間
、
自
分
が
若

か
っ
た
頃
の
日
々
に
向
か
う
も
の
で
あ
る
。
時
間
的
な
存
在
で
あ
る
人
間
は
郷
愁
を
運
命
づ

け
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
外
国
に
移
っ
た
ス
イ
ス
人
（
彼
の
知
り
合
い
の
将
軍
か
ら
聞
い
た

話
と
し
て
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
や
ポ
メ
ラ
ニ
ア
の
あ
る
地
域
の
人
々
も
）
の
罹
る
ノ
ス
タ
ル
ギ
ア
と

い
う
病
は
「
彼
ら
が
生
活
の
最
も
単
純
な
喜
び
を
味
わ
っ
た
場
所
へ
の
情
熱
で
あ
り
、
若

か
っ
た
頃
の
気
楽
さ
、
そ
し
て
隣
人
と
の
交
際
の
思
い
出
に
よ
っ
て
掻
き
立
て
ら
れ
る
情

熱
」
で
あ
る
（13）
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
想
像
力
の
作
り
出
す
幻
影
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
郷

愁
も
そ
の
幻
影
の
一
種
の
産
物
と
さ
れ
る
。
異
郷
で
生
き
る
ス
イ
ス
人
が
実
際
に
は
存
在
し

な
い
理
想
化
さ
れ
た
郷
里
を
思
い
描
き
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
心
が
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
が
郷
里
に
戻
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
期
待
す
る
も
の
は

な
い
。
彼
ら
の
若
い
日
々
は
過
ぎ
去
っ
て
お
り
、
郷
里
は
す
で
に
違
う
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
幻
滅
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
幻
滅
の
お
か
げ
で
、
囚
わ
れ
て
い
た
郷
愁

か
ら
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
る
。

　

郷
愁
が
場
所
と
い
う
よ
り
も
時
間
に
か
か
わ
る
も
の
と
い
う
の
は
、
実
際
そ
の
と
お
り
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ノ
ス
タ
ル
ギ
ア
の
今
日
的
な
用
法
に
も
適
っ
て
い
る
。
日
常
的
に
使
わ
れ

る
い
わ
ゆ
る
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
は
漠
然
と
し
た
懐
旧
の
感
情
で
あ
る
。
個
人
の
特
定
の
思

い
出
と
結
び
つ
か
な
い
対
象
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
喚
起
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
個
別
の

思
い
出
の
想
起
と
い
う
よ
り
、
過
去
の
追
想
一
般
が
共
通
し
て
有
す
る
雰
囲
気
で
あ
る
。
直

接
的
な
利
害
関
心
が
薄
ら
い
だ
安
ら
ぎ
と
、
す
で
に
失
わ
れ
た
は
ず
の
将
来
的
な
時
間
の
充

実
感
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
心
地
よ
さ
が
あ
る
。
利
害
関
心
を
離
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
芸

術
作
品
の
知
覚
に
似
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
郷
愁
の
生
じ
さ
せ
る
回
顧
的
な
知
覚
の
様
態

は
、
作
品
形
式
を
知
覚
す
る
際
の
無
関
心
性
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
郷
愁
の
場
合
、
目
の

前
の
対
象
の
知
覚
は
過
ぎ
去
っ
た
時
間
の
想
起
の
き
っ
か
け
と
し
て
一
旦
知
覚
さ
れ
た
だ
け

で
終
わ
る
か
、
あ
る
い
は
想
起
を
持
続
さ
せ
る
た
め
に
漠
然
と
知
覚
さ
れ
つ
づ
け
る
か
、
い

ず
れ
に
し
て
も
媒
介
的
な
も
の
で
あ
る
。
古
び
た
道
具
の
醸
し
出
す
懐
か
し
い
味
わ
い
の
た

め
に
視
覚
を
働
か
せ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
賞
翫
は
郷
愁
そ
の
も
の
と

い
う
よ
り
も
郷
愁
の
色
を
帯
び
た
作
品
鑑
賞
と
言
っ
た
方
が
よ
い
。
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

具
体
的
な
知
覚
対
象
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
し
て
も
、
郷
愁
は
本
来
夢
想
に
近
い
も
の
で
あ

る
。
他
方
で
同
様
に
、
我
々
が
何
ら
か
の
物
体
を
知
覚
す
る
際
に
「
純
粋
に
」
知
覚
す
る
こ

と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
、
常
に
記
憶
や
記
憶
に
伴
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
像
や
感
情
が
混
入
し
て
く

る
。
郷
愁
の
あ
ら
わ
れ
か
た
は
、
も
の
を
き
っ
か
け
に
し
た
り
、
言
葉
が
誘
導
し
た
り
と
、

何
ら
か
の
知
覚
が
関
与
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
知
覚
は
常
に
二
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
も
し

知
覚
へ
の
集
中
が
求
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
郷
愁
と
呼
ぶ
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

れ
を
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
（14）
。

　

郷
愁
は
現
在
の
知
覚
で
は
な
く
、
い
わ
ば
現
在
の
知
覚
を
過
去
の
像
で
覆
っ
て
い
る
。
過

ぎ
去
っ
た
時
間
は
も
は
や
い
か
よ
う
に
し
て
も
実
践
的
な
行
動
の
手
が
か
り
が
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
像
は
た
だ
想
起
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に

現
在
の
生
活
と
は
異
な
る
少
年
期
の
幸
福
な
安
心
感
を
想
起
さ
せ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
一
方

で
は
甘
く
優
し
い
も
の
で
あ
り
、
他
方
で
は
そ
れ
と
隔
絶
し
た
現
在
へ
の
不
安
と
な
る
だ
ろ

う
。

　

し
か
し
、
幼
少
年
期
の
幸
福
は
、
郷
里
で
の
朋
輩
と
の
親
し
い
交
際
や
対
世
間
的
な
身
構

え
の
不
要
と
い
っ
た
こ
と
ば
か
り
が
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
現
在
に

比
べ
て
過
去
の
方
が
、
よ
り
一
層
将
来
性
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
希
望
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
年
期
の
夢
や
希
望
は
、
何
か
ひ
と
つ
だ
け

の
目
標
を
志
向
す
る
こ
と
と
は
違
う
。
そ
こ
に
は
、
あ
れ
も
こ
れ
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
、
無
限
の
選
択
肢
が
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
充
溢
す
る
の
が
若
さ
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
無
限
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
幸
福
感
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

喜
び
は
生
理
的
な
快
や
美
的
な
快
と
は
違
い
、
そ
の
瞬
間
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
時

間
的
な
性
格
を
持
つ
。
こ
れ
か
ら
の
将
来
に
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
の
拡
が
り
を
約
束
さ
れ
る

と
こ
ろ
に
喜
び
は
生
じ
る
。
若
年
期
の
幸
福
感
は
安
住
に
由
来
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
こ
う

し
た
将
来
的
な
可
能
性
を
持
つ
喜
び
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、
人
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に
よ
っ
て
、
そ
の
可
能
性
の
幅
が
広
す
ぎ
た
り
狭
す
ぎ
た
り
、
あ
る
い
は
年
齢
不
相
応
だ
っ

た
り
す
る
こ
と
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
人
間
が
成
長
し
つ
つ
あ
る
時
期
と
衰
え
つ
つ
あ
る
時
期

で
は
、
自
分
の
将
来
の
選
択
肢
は
確
実
に
違
う
。
時
間
と
共
に
経
験
は
豊
か
に
な
り
、
思
い

出
も
増
え
る
が
、
成
人
が
決
定
的
に
失
う
の
は
そ
の
将
来
性
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
成
人

に
な
っ
た
ば
か
り
の
人
間
に
切
実
に
感
じ
ら
れ
る
。
十
七
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
報

告
さ
れ
た
ノ
ス
タ
ル
ギ
ア
の
症
例
の
多
く
が
若
者
に
つ
い
て
の
も
の
な
の
は
由
な
い
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
郷
愁
は
、
現
在
に
お
い
て
失
わ
れ
た
将
来
を
、
過
去
に
お
い
て
見
い
だ
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
想
像
の
力
に
よ
る
。

（
二
）
郷
愁
と
想
像
力

　

ス
イ
ス
人
傭
兵
た
ち
は
、
故
郷
の
歌
を
耳
に
し
た
だ
け
で
落
涙
し
、
脱
走
し
、
さ
ら
に
は

死
に
至
る
た
め
、
軍
隊
で
は
牧
歌
が
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
た
と
い
う
。
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
論
文
を

一
七
一
〇
年
に
増
補
刊
行
し
た
ツ
ヴ
ィ
ン
ガ
ーTheodore Zw

inger

は
そ
の
歌
の
譜
面
を
載

せ
、
そ
れ
を
の
ち
に
ヴ
ァ
イ
グ
ル
が
歌
劇
『
ス
イ
ス
の
家
族
』（
一
八
〇
九
年
）
で
用
い
、
さ

ら
に
フ
ラ
ン
ツ
・
リ
ス
ト
が
「
郷
愁
」M

al du pays

（
一
八
五
五
年
）
と
い
う
曲
に
仕
立
て
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
歌
はranz des vaches

あ
る
い
は Kühe-Reyen
（
牛
の
行
列
）
と
呼
ば
れ
、

ツ
ヴ
ィ
ン
ガ
ー
の
旋
律
以
外
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
曲
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
ン
＝

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
が
『
音
楽
辞
典
』
の
「
音
楽
」
の
項
目
で
と
り
あ
げ
て
い
る
（15）
。
ル

ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
郷
愁
を
引
き
起
こ
す
こ
の
曲
の
作
用
は
、
音
楽
そ
の
も
の
の
感
情
的
な
作

用
で
は
な
い
。
こ
の
曲
は
記
憶
の
記
号
と
し
て
そ
の
曲
に
特
別
な
思
い
出
を
も
つ
者
に
の
み

は
た
ら
き
か
け
る
。
他
方
で
、
十
九
世
紀
に
な
っ
て
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
は
こ
れ
に
異
論
を
唱

え
、「
音
楽
は
想
起
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
描
く
」
と
い
う
（16）
。
ル
ソ
ー
が
い
わ
ば
記
憶
喚
起

の
引
き
金
の
よ
う
な
も
の
と
し
たranz des vaches

を
さ
ら
に
ス
イ
ス
の
山
岳
風
景
を
あ
り

あ
り
と
思
い
起
こ
さ
せ
る
内
実
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
思
い
出
さ
れ
た
「
想

像
」
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
勿
論
音
楽
が
絵
画
の
よ
う
に
視
覚
的
な
描
写

を
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
の
ち
に
ロ
ッ
シ
ー
ニ
や
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
が
試
み
た
よ
う
に
、
牧
人

の
笛
吹
く
様
を
描
写
す
る
と
い
う
こ
と
が
言
い
た
い
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
旋
律

が
も
た
ら
す
気
分
が
ス
イ
ス
の
風
景
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
個
々
の
情

景
描
写
を
越
え
て
、
音
楽
と
風
景
と
の
間
に
感
情
の
共
通
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

セ
ナ
ン
ク
ー
ル
は
こ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
情
景
を
描
く
ロ
マ
ネ
ス
ク
的
な
も
の
と
深
い
感
情
を

引
き
起
こ
す
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
と
を
区
別
し
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
、
地
方
色
に
関

す
る
ユ
ー
ゴ
ー
の
説
明
と
共
通
す
る
区
別
で
あ
る
。
音
楽
の
喚
起
す
る
像
は
、
視
覚
的
な
も

の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
た
し
か
に
想
像
と
言
う
よ
り
現
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も

や
は
り
そ
の
現
実
は
ス
イ
ス
の
自
然
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
記
憶
さ
れ
た
ス
イ
ス
と
い
う
場

所
が
特
有
の
感
情
を
伴
っ
て
目
の
前
に
立
ち
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
引
い
た
カ
ン
ト
の
郷
愁
に
つ
い
て
の
説
明
、
す
な
わ
ち
、
想
像
力
の
産
物
に
よ
る
病

と
現
実
の
正
確
な
認
識
に
よ
る
治
癒
と
い
う
議
論
は
巧
み
で
あ
る
。
し
か
し
上
述
し
た
ホ
ー

フ
ァ
ー
の
伝
え
る
バ
ー
ゼ
ル
の
学
生
の
例
、
つ
ま
り
故
郷
に
近
づ
い
た
だ
け
で
回
復
し
た
と

い
う
例
が
あ
る
の
な
ら
、
こ
の
カ
ン
ト
の
理
屈
は
通
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
当
否
は
こ

こ
で
は
措
く
が
、
カ
ン
ト
の
説
明
で
時
間
的
な
契
機
の
指
摘
以
上
に
重
要
な
の
は
、
郷
愁
を

想
像
力
の
産
物
と
す
る
点
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
幻
影
を
作
り
出
す
想
像
力
の
強
さ
の
例
と
し

て
ス
イ
ス
人
の
郷
愁
を
挙
げ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
直
前
の
箇
所
で
、
深
淵
を
前
に
し
た
人

間
が
柵
に
囲
わ
れ
た
安
全
な
場
所
に
い
た
と
し
て
も
、
恐
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
目
眩
に
陥
っ
て

し
ま
う
例
や
、
こ
ど
も
の
鼻
水
を
喜
ん
で
吸
っ
て
呑
み
込
む
人
を
見
て
自
分
が
実
際
に
や
ら

さ
れ
た
か
の
よ
う
に
吐
き
気
を
催
す
と
い
う
例
も
挙
げ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
現
実
に
は
な
い

情
況
を
想
像
力
に
よ
っ
て
作
り
出
し
、
目
の
前
の
知
覚
に
置
き
換
え
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
現
前
す
る
知
覚
は
こ
こ
で
も
存
在
す
る
が
、
や
は
り
き
っ
か
け
で
し
か
な
く
、
す

ぐ
に
想
像
に
席
を
譲
る
。
絶
壁
か
ら
深
淵
を
見
下
ろ
し
て
も
、
安
全
性
が
は
っ
き
り
自
覚
で

き
て
い
れ
ば
目
眩
を
感
じ
な
い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
は
崇
高
な
風
景
を
目
に
で

き
る
。
し
か
し
恐
ろ
し
さ
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
き
っ
か
け
と
な
っ
た
目
の
前
の
風
景
を
見
誤

る
、
あ
る
い
は
見
過
ご
し
て
し
ま
う
。
郷
愁
も
同
様
で
、
郷
里
の
、
あ
る
い
は
若
年
期
の
漠

然
と
し
た
思
い
出
が
現
在
の
知
覚
に
す
り
替
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
想
像
力
は
二
種
の
場
所
を
橋
渡
し
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
よ
う
。
二
種
の

場
所
と
は
、
前
章
で
述
べ
た
二
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
知
覚
対
象
と
記
憶
さ
れ
た
像
と

言
っ
て
も
よ
い
し
、
現
前
す
る
場
所
と
、
想
起
さ
れ
る
場
所
と
言
っ
て
も
よ
い
。
郷
愁
が
単

な
る
郷
里
の
思
い
出
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
想
起
さ
れ
た
場
所
（
過
去
の
時
間
）
に
強
烈
な
幸

福
感
と
喪
失
感
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
結
果
、
現
前
す
る
知
覚
へ
の
立
ち

帰
り
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
過
去
に
感
じ
る
幸
福
感
や
喪
失
感
は
、
今
現

在
と
過
去
と
の
差
が
感
じ
ら
れ
れ
ば
、
誰
に
と
っ
て
も
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
郷
愁

は
、
そ
れ
が
想
像
さ
せ
る
過
去
の
場
所
を
空
間
的
な
場
所
に
置
き
換
え
る
。
現
在
の
自
分
に

と
っ
て
遥
か
に
遠
ざ
か
り
、
も
は
や
手
の
届
か
な
い
も
の
と
し
て
少
年
時
代
を
追
想
す
る
の

で
は
な
く
、
時
間
的
に
距
離
の
あ
る
場
所
を
空
間
的
な
距
離
の
あ
る
場
所
と
し
て
憧
れ
る
の
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で
あ
る
。
そ
れ
は
不
可
能
を
可
能
と
思
い
込
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
ま
さ
に

病
で
あ
る
。

（
三
）
過
去
の
代
償

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
郷
愁
が
喪
失
し
た
も
の
へ
の
不
可
能
な
回
帰
願
望
で
あ
る

な
ら
、
そ
れ
は
ま
た
シ
ラ
ー
か
ら
ジ
ン
メ
ル
に
至
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
人
た
ち
の
風
景
論
の
基

本
的
主
題
と
も
通
じ
る
。
ジ
ン
メ
ル
が
言
う
に
は
、
も
と
も
と
自
然
の
中
で
、
自
然
と
一
体

と
な
っ
て
生
活
し
て
い
た
人
間
が
、
近
代
に
入
っ
て
自
意
識
を
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然

と
の
距
離
が
生
じ
た
。
自
然
と
の
断
絶
は
耐
え
難
い
が
も
は
や
昔
の
状
態
に
は
戻
れ
な
い
。

そ
こ
で
自
然
を
一
部
分
切
り
取
り
、
そ
の
部
分
を
「
眺
め
る
」
と
い
う
形
で
自
然
と
の
関
係

を
再
び
取
り
戻
す
、
と
い
う
の
が
風
景
の
誕
生
で
あ
る
と
い
う
（17）
。
全
体
と
し
て
喪
失
し
た

自
然
の
部
分
的
な
代
償
が
風
景
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
生
活
上
の
交
渉
が
不
可
避
的
な
自
然

に
対
し
て
、
た
だ
美
的
な
観
照
の
た
め
に
枠
取
ら
れ
た
特
殊
な
自
然
が
風
景
で
あ
る
。
風
景

を
眺
め
る
こ
と
は
た
だ
木
々
や
岩
の
形
状
を
見
つ
め
る
こ
と
で
は
な
く
（
自
然
の
犀
利
な
観
察

は
む
し
ろ
芸
術
作
品
の
知
覚
に
近
づ
い
て
ゆ
く
）、
自
然
と
の
一
体
感
を
束
の
間
に
取
り
戻
し
た
気

分
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　

郷
愁
が
風
景
の
経
験
と
似
て
い
る
の
は
、
そ
の
喪
失
感
で
あ
る
。
ジ
ン
メ
ル
の
い
う
よ
う

な
人
類
の
歴
史
的
な
自
然
喪
失
で
は
な
い
に
し
て
も
、
ひ
と
り
ひ
と
り
誰
に
で
も
生
じ
る
幼

少
年
期
の
喪
失
で
あ
る
。
郷
愁
と
風
景
と
の
違
い
は
、
郷
愁
の
場
合
、
束
の
間
に
せ
よ
自
然

へ
の
回
帰
が
果
た
せ
た
と
い
う
幸
福
感
が
目
の
前
に
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
空
想
さ
れ
た
像

と
し
て
の
み
幸
福
感
が
あ
り
、
目
の
前
の
知
覚
に
戻
れ
ば
、
そ
の
不
在
を
思
い
知
ら
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
も
し
眼
前
に
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
風
景
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
風
景
」
と
言
っ
た
方

が
よ
い
だ
ろ
う
（18）
。

　

た
だ
し
、
相
違
点
は
あ
っ
て
も
喪
失
と
回
復
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
た
め
、
郷
愁
の
経
験

に
も
風
景
の
経
験
と
似
た
構
造
が
あ
る
。
そ
れ
が
場
所
の
転
換
で
あ
る
。
風
景
に
あ
っ
て

は
、
自
然
が
一
定
の
視
覚
対
象
と
さ
れ
る
べ
く
、
枠
取
ら
れ
る
。
風
景
画
の
構
図
や
額
縁
や

グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
の
旅
人
が
使
っ
た
ク
ロ
ー
ド
・
グ
ラ
ス
は
わ
か
り
や
す
い
が
、
特
段
に

自
然
の
風
景
を
物
理
的
に
制
限
し
な
く
て
も
、
風
景
を
見
る
と
い
う
態
度
と
そ
の
視
点
に

よ
っ
て
、
見
る
べ
き
対
象
を
ひ
と
ま
と
め
の
も
の
と
し
て
区
切
っ
て
い
る
。
こ
の
枠
取
り
は

空
間
的
に
見
映
え
の
よ
い
構
図
を
区
切
る
も
の
と
い
う
以
上
に
、
美
的
観
照
と
い
う
態
度
に

関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
一
定
の
空
間
を
枠
取
っ
て
目
の
前
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
場
所
の
性
質
が
転
換
し
、
眺
め
ら
れ
る
場
所
が
出
現
す
る
。
そ
こ
で
は
本
来
空
間
の
た

だ
中
で
生
き
る
我
々
の
行
為
が
宙
づ
り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
郷
愁
の
場
合
に
は
、
知

覚
対
象
が
す
ぐ
さ
ま
滑
り
抜
け
て
し
ま
い
、
想
像
が
入
れ
替
わ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
自
体

が
行
為
の
一
旦
停
止
で
あ
り
、
通
常
に
生
活
す
る
場
所
で
も
な
く
、
目
の
前
に
見
つ
め
る
場

所
で
も
な
い
、
別
の
場
所
を
作
り
上
げ
る
。
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
中
か
ら
抜
け

出
せ
な
い
ま
ま
、
甘
く
ま
た
辛
い
別
の
生
に
囚
わ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。

む
す
び

（
一
）
作
品
、
風
景
、
郷
愁

　
こ
こ
で
芸
術
作
品
の
話
題
に
戻
る
な
ら
、
そ
れ
も
一
種
の
場
所
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
郷
愁
が
到
達
不
可
能
な
過
去
を
場
所
と
し
て
想
像
さ
せ
る
の
に
対
し
、
風
景
は
現

在
の
知
覚
を
場
所
と
し
て
与
え
て
く
れ
る
。
芸
術
作
品
も
、
現
在
の
知
覚
の
場
所
で
あ
る

が
、
知
覚
の
中
で
風
景
以
上
に
想
像
力
が
協
働
し
て
い
る
点
で
郷
愁
と
似
て
い
る
。
た
だ
し

想
像
の
作
る
場
所
は
あ
く
ま
で
も
知
覚
を
離
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
充
実
さ
せ
る
。
知
覚
に

介
入
す
る
想
像
力
が
文
化
的
に
共
有
さ
れ
た
記
憶
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
概
念

や
物
語
と
と
も
に
眺
め
ら
れ
る
と
い
う
点
は
、
風
景
で
あ
ろ
う
と
芸
術
作
品
で
あ
ろ
う
と
同

じ
で
あ
る
が
、
風
景
が
現
在
の
場
所
を
「
生
き
ら
れ
る
場
所
」
か
ら
「
眺
め
ら
れ
る
場
所
」

に
転
換
し
て
い
る
の
に
対
し
、
芸
術
作
品
は
現
在
に
お
い
て
眺
め
ら
れ
る
場
所
と
は
違
っ

た
、
何
ら
か
の
将
来
的
な
場
所
に
向
か
う
。
郷
愁
も
風
景
も
作
品
も
、
今
を
生
き
る
場
所
が

別
の
場
所
に
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
変
わ
り
な
い
が
、
そ
こ
で
作
り
出
さ
れ
る
場
所
が
、
そ

れ
ぞ
れ
過
去
、
現
在
、
将
来
の
像
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
が
違
う
わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に

か
つ
て
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
が
「
離
郷
」（
デ
ペ
イ
ズ
マ
ンdépaysem

ent

）
と
い
う
語
を

使
っ
た
の
も
、
あ
え
て
現
在
の
場
所
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
方
法
を
指
す
た
め
で
あ
っ
た
。

（
二
）
場
所
と
い
う
病

　

郷
愁
は
今
や
ス
イ
ス
人
の
特
殊
な
病
気
で
は
な
く
、
近
代
以
降
の
広
汎
な
精
神
的
傾
向
へ

と
意
味
が
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
郷
愁
が
ロ
マ
ン
主
義
の
恰
好
の
テ
ー
マ
と
し
て
普
及
し

た
せ
い
も
あ
ろ
う
が
、
根
本
的
な
理
由
と
し
て
は
、
場
所
の
移
動
と
い
う
問
題
が
、
十
七
世

紀
の
出
稼
ぎ
の
傭
兵
だ
け
で
な
く
、
よ
り
普
通
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
い

だ
ろ
う
。
そ
し
て
場
所
の
移
動
の
理
由
は
、「
郷
土
の
病
」
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
失
わ
れ
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た
青
春
を
恋
い
慕
う
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
何
ら
か
の
別
の
場
所
に
向
か
お
う

と
す
る
の
は
、
我
々
の
生
き
る
場
所
そ
の
も
の
が
原
理
的
に
有
す
る
問
題
で
あ
る
。

　

ポ
ー
の
詩
句
を
借
り
た
標
題
の“A

nyw
here out of the w

orld ”

と
い
う
散
文
詩
で
、
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
う
た
う
（19）
。「
人
生
は
病
院
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
患
者
が
み
ん
な
そ

れ
ぞ
れ
の
ベ
ッ
ド
を
移
り
た
が
っ
て
い
る
。
あ
る
者
は
暖
炉
の
側
で
苦
痛
を
耐
え
よ
う
と

し
、
ま
た
あ
る
者
は
窓
際
な
ら
快
方
に
向
か
う
と
思
っ
て
い
る
。」
そ
し
て
詩
人
は
ど
こ
に

居
場
所
を
求
め
る
か
、
と
い
う
問
題
を
自
分
の
魂
と
語
り
合
う
。
そ
の
問
答
す
る
中
で
、
世

界
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
の
提
案
を
拒
否
し
た
魂
が
最
後
に
叫
ぶ
の
が
、「
こ
の
世
の
外
に
な

ら
ど
こ
へ
で
も
！
」（N

’im
porte où hors du m

onde

＝A
nyw

here out of the w
orld

）
と
い
う
言
葉
で

あ
る
。

　

ど
う
し
て
別
の
場
所
に
憧
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
人
間
の
宿
命
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
マ
ッ
カ
ネ
ル
に
よ
る
観
光
旅
行
の
古
典
的
研
究
が
見
事
に
示
し
た
と
お
り
（20）
、
近
代

人
は
自
分
の
日
々
の
生
活
に
い
た
た
ま
れ
な
い
疎
外
感
を
感
じ
て
い
る
。
本
来
あ
る
べ
き
生

活
が
ど
こ
か
に
あ
る
と
感
じ
る
た
め
、
自
分
の
生
活
の
サ
イ
ク
ル
か
ら
離
れ
て
、
外
へ
と
、

真
正
さ
を
求
め
て
旅
に
出
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
マ
ッ
カ
ネ
ル
の
論
じ
た
よ
う
な
旅
行
だ
け
で
な
く
、
こ
の
疎
外
感
は
ま
た
郷
愁
の

原
因
で
も
あ
ろ
う
し
、
芸
術
作
品
や
風
景
の
受
容
の
原
因
で
も
あ
ろ
う
。
別
の
場
所
を
恋
い

焦
が
れ
る
の
は
、
郷
土
の
病
で
あ
り
、
場
所
の
病
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
自
分

の
生
き
る
場
所
自
体
、
実
は
時
間
の
中
で
常
に
自
己
疎
外
し
つ
つ
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
は

自
分
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
条
件
の
中
で
自
分
の
場
所
を
意
識
す
る
と
い
う
こ

と
が
そ
も
そ
も
病
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
自
分
の
場
所
か
ら
逃
れ
よ
う
と

す
る
の
も
、
場
所
と
い
う
病
に
と
り
つ
か
れ
た
た
め
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
逆
に
自

分
の
場
所
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
時
と
共
に
新
た
な
相
貌
を
帯
び
て
く
る
こ
と
も
あ
ろ

う
。
ひ
と
つ
の
場
所
に
安
住
す
る
と
い
う
の
は
場
所
へ
の
無
意
識
で
し
か
な
い
。
そ
こ
に
は

安
住
の
喜
び
す
ら
な
い
だ
ろ
う
。
キ
ケ
ロ
ー
の
「
我
が
家
に
ま
さ
る
喜
ば
し
い
場
所
は
無

い
」（21）
と
い
う
言
葉
は
、
我
が
家
を
離
れ
、
郷
愁
を
経
験
し
た
者
の
み
が
発
し
う
る
。「
埴
生

の
宿
」
の
作
者
ペ
イ
ン
も
映
画
『
オ
ズ
の
魔
法
使
い
』
の
主
人
公
ド
ロ
シ
ー
も
、
同
じ
よ
う

な
言
葉
を
叫
ぶ
が
、
そ
れ
は
長
い
異
郷
の
旅
の
果
て
な
の
で
あ
る
。
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　　　The author aims at analyzing aesthetic experiences 
in peculiar life. But taking the formalist conception of 
artistic work as model of those experiences should be errant, 
and we will start in asking what enables an aesthetic 
experience to take place. In other words, if we enlarge our 
inquiry on aesthetic experience, we should consider 
aesthetic of place, not only that of work.
　　　The article has two sections: the first treats in what 
point and how the experience of place differs from (or more 
precisely contains) that of art work; the later section will 
pick up the nostalgia or homesickness as an example of 
strong affective experience of place, in estimating its 
specificity among other senses of place like that of 
appreciating landscape or artwork.
　　　Keen attention into a work of art, such as in a 
concert hall or in a modern art gallery, is in fact a very rare 
and exceptional action. In a museum or in an opera house, 
those who visit there find their pleasure not only (one might 
rather say simply “not”) in the works performed on the 
stage or exhibited on the wall. And also they do not offer 
simply an occasion of divertissement, or a sort of social 
activity. Of course art works should be important than those 
trivial funs as chatting with friends, taking a drink in 
entr’actes. But it is in fact the “place” itself of museum or 
theatre that attracts them, a neutral space of attending 
something extra ordinal will happen. We could even say the 
work of art is an excuse of going there. The places are more 
than parerga (more than as Derrida points its importance), 
and we expect those places that procure us of an authentic 
experience, whether an artwork is successfully executed or 
not.
　　　This sense of place is becoming more explicit when 
we displace ourselves from our home. Thus the tourist is 
willing to discover, more attentively than at his familiar 
place, the landscape and local colour of an exotic place. On 
the contrary, when this displacement causes a feeling of lost, 
or the distance from one’s homeland, one suffers from this 
lack of place. This is the case of homesickness, or nostalgia. 
As Kant points that the nostalgic is caused not by the lost of 
place but by that of younger days, this sense of place is in 
fact a matter of time. We perceive then the place not in its 

actual existence, but we replace the place with recollected 
(or more precisely imagined) place. 
　　　This replacement of actual place is occurred not 
only in the case of nostalgia, but also in the perception of 
landscape and that of artwork. But the mode of time in this 
replacement is different in these three cases: perception of 
artwork replace the place with future place, that of 
landscape replace the place with same present place but in 
another dimension, perception filled with nostalgia turns the 
place to a fictive past.

On homesickness or problem of “hors d’œuvre”

UEMURA Hiroshi
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