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一

は
じ
め
に

　

十
八
世
紀
の
英
国
で
誕
生
し
流
行
し
た
風
景
美
学
は
、
主
に
十
七
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
で
製
作
さ
れ
た

風
景
画
の
強
い
影
響
の
下
、
自
国
の
空
間
を
絵
画
を
基
準
と
し
て
美
的
に
評
価
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ

た
。
そ
の
英
国
人
が
特
に
愛
好
し
た
画
家
の
一
人
、
ニ
コ
ラ
・
プ
ー
サ
ン
の
晩
年
の
代
表
作
に
《
四
季
》

の
連
作
の
一
枚
、《
冬
―
大
洪
水
》
が
あ
る
。
画
面
全
体
が
夜
の
闇
に
包
ま
れ
て
い
る
。
空
を
切
り
裂

く
稲
妻
と
朧
に
か
す
む
月
の
光
が
、
大
洪
水
に
よ
る
地
上
の
生
命
の
破
壊
、
と
り
わ
け
洪
水
に
の
ま
れ

ゆ
く
人
間
の
無
力
な
存
在
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
す
で
に
発
表
当
時
か
ら
フ
ラ
ン
ス
で
セ
ン
セ
ー
シ

ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
の
絵
に
は
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
は
じ
め
の
英
国
人
を
魅
了
し
た
新
し

い
自
然
美
、
す
な
わ
ち
「
サ
ブ
ラ
イ
ム
」
の
美
学
が
ま
さ
に
手
本
と
す
べ
き
広
大
で
恐
ろ
し
い
自
然
の

風
景
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
十
九
世
紀
の
美
術
批
評
家
ラ
ス
キ
ン
は
、
こ
の
プ
ー
サ
ン
の
絵
を
嫌
っ
た
と
い
う
。
人
間
に
対
す
る
神
の
怒
り
を
示
す
大
洪
水
の
テ

ー
マ
は
本
来
き
わ
め
て
宗
教
的
な
自
然
認
識
を
示
す
も
の
だ
が
、
フ
ラ
ー
は
ラ
ス
キ
ン
の
態
度
の
深
層
に
「
自
然
が
実
際
は
無
意
味
な
も
の
、

単
に
精
神
の
な
い
物
質
で
あ
り
、
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
の
で
は
な
く
偶
然
の
盲
目
的
な
変
化
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な

空
間
の
経
験
と
し
て
の
風
景

　
　
　
　
―
イ
ー
フ
ー
・
ト
ゥ
ア
ン
か
ら
石
牟
礼
道
子
へ
―

松　
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二

い
か
と
い
う
恐
怖
を
読
み
取
る
（F

uller 21

）。
こ
の
「
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
消
滅
に
つ
い
て
の
単
色
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
は
、
ラ
ス
キ
ン
に
と
っ

て
神
の
創
造
物
と
し
て
の
自
然
と
い
う
、
十
九
世
紀
半
ば
ま
で
一
般
的
で
あ
っ
た
宗
教
的
な
意
味
を
拠
り
所
と
す
る
自
然
風
景
の
讃
美
の
終
焉

を
示
す
も
の
に
見
え
た
。
そ
し
て
ラ
ス
キ
ン
自
身
が
後
年
こ
の
「
自
然
の
衰
退
」（failure of nature

）
の
感
覚
に
と
り
つ
か
れ
る
の
で
あ
る
。

ラ
ス
キ
ン
の
反
応
に
見
て
と
れ
る
自
然
に
お
け
る
神
の
存
在
の
消
滅
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
自
然
観
を
特
徴
づ
け
る
も
の
の
ひ
と
つ
だ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
近
代
以
降
の
自
然
研
究
と
美
学
と
の
乖
離
、
あ
る
い
は
自
然
へ
の
美
的
感
受
性
の
衰
弱
の
背
景
に
あ
る
と
フ
ラ
ー

は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
（11-24

）。

　

そ
し
て
、
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
の
昼
下
が
り
。
テ
レ
ビ
画
面
の
中
で
、
あ
り
ふ
れ
た
日
本
の
海
辺
の
町
が
茶
色
と
も
灰
色
と
も
つ
か
ぬ

濁
流
の
中
に
の
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
船
と
家
々
と
車
と
田
畑
が
、
そ
の
中
に
い
る
は
ず
の
人
間
も
ろ
と
も
押
し
流
さ
れ
消
え
て
ゆ
く
。
と
て
も

現
実
と
は
思
え
ぬ
光
景
が
、
実
況
放
送
さ
れ
、
さ
ら
に
繰
り
返
し
画
面
に
映
し
出
さ
れ
る
。
自
然
の
圧
倒
的
に
強
大
な
力
と
脅
威
が
、
こ
れ
ほ

ど
ま
で
に
わ
れ
わ
れ
の
こ
こ
ろ
に
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

い
ま
、
プ
ー
サ
ン
の
大
洪
水
の
絵
と
現
実
の
日
本
の
津
波
と
を
引
き
比
べ
る
の
は
不
謹
慎
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
自
然
に
よ
る
（
人
間
も

含
め
た
）
風
景
―
土
地
の
破
壊
、
人
間
が
営
々
と
築
い
て
き
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
暮
ら
し
の
破
壊
を
前
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
喪
失
の

意
味
を
ど
う
受
け
止
め
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
風
景
に
感
心
を
寄
せ
続
け
て
き
た
者
と
し
て
は
、
あ
ら
た
め
て
「
風
景
」
の
意

味
を
問
い
直
す
こ
と
こ
そ
が
、
こ
の
現
実
に
向
き
合
う
た
め
に
必
要
な
道
筋
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
「
反
美
学
的
、
非
美
学

的
環
境
に
生
き
る
」（Fuller 24

）
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
そ
も
そ
も
「
風
景
」
と
は
何
な
の
か
、
そ
の
意
味
と
価
値
は
何
に
由
来
す
る
の
か
、

そ
れ
を
失
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
し
て
そ
の
回
復
に
対
し
て
芸
術
―
文
学
は
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に

つ
い
て
、
イ
ー
フ
ー
・
ト
ゥ
ア
ン
の
空
間
論
と
石
牟
礼
道
子
の
小
説
『
天
湖
』
を
主
な
手
が
か
り
と
し
て
、「
空
間
の
経
験
」
と
い
う
視
点
か

ら
以
下
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。



三

１
．「
風
景
」
の
定
義

　

「
風
景
」
と
は
、
西
欧
に
お
い
て
空
間
が
絵
画
を
モ
デ
ル
と
し
て
一
つ
の
視
点
か
ら
眺
め
ら
れ
、
美
的
鑑
賞
の
対
象
と
し
て
意
識
さ
れ
始
め

た
と
き
、
つ
ま
り
十
七
世
紀
頃
に
な
っ
て
初
め
て
生
ま
れ
た
概
念
で
あ
る
。１　
つ
ま
り
コ
ル
バ
ン
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、「
空
間
が
美
的
な
評
価

を
下
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
か
ら
、
風
景
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
コ
ル
バ
ン
三
九
）。「
評
価
」
と

い
う
言
葉
に
は
、
対
象
と
の
間
に
距
離
を
置
く
と
い
う
含
意
が
あ
る
。「
い
わ
ゆ
る
風
景
を
凝
視
す
る
と
き
」
と
コ
ル
バ
ン
は
続
け
る
、「
わ
れ

わ
れ
は
空
間
に
直
面
す
る
と
同
時
に
空
間
の
外
部
に
身
を
置
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
風
景
を
眺
め
る
ひ
と
に
と
っ
て
こ
の
空
間
は
一
枚

の
絵
、
つ
ま
り
何
か
自
分
と
は
無
関
係
な
も
の
に
な
る
の
で
す
」（
二
一
）
と
。

　

し
た
が
っ
て｢

風
景｣

概
念
の
成
立
の
背
景
に
は
、
人
間
が
己
を
と
り
ま
く
空
間
あ
る
い
は
環
境
に
対
し
て
距
離
を
置
い
て
見
る
と
い
う
態

度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
、
人
間
の
環
境
に
対
す
る
関
係
の
変
化
が
考
え
ら
れ
る
。
空
間
の
経
験
と
は
、
本
来
は
視
覚
に
限
ら
な
い
五

感
の
す
べ
て
を
通
し
た
体
験
で
あ
る
は
ず
だ
が
、「
ル
ネ
サ
ン
ス
期
以
来
わ
れ
わ
れ
は
視
覚
の
支
配
を
受
け
入
れ
て
」
き
た
の
で
、「
距
離
を
置

い
て
、
い
わ
ば
観
者
的
な
態
度
で
風
景
を
読
み
解
い
て
」
い
る
の
で
あ
る
（
コ
ル
バ
ン
二
〇
）。
ト
ゥ
ア
ン
も
ま
た
、
人
間
に
よ
る
空
間
の
経

験
を
分
析
す
る
著
書
に
お
い
て
、「
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
と
対
象
と
の
間
に
距
離
を
置
く
と
い
う
効
果
を
持
っ
て
い
る
」（T

uan 146

）

の
だ
と
語
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
見
る
こ
と
は
、
評
価
に
関
わ
る
こ
と
、
判
断
に
か
か
わ
る
こ
と
」（146

）
で
あ
る
と
。

　

だ
が
、
人
間
に
と
っ
て
の
空
間
の
経
験
の
奥
行
は
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
空
間
の
外
側
か
ら
の
意
識
化
さ
れ
た
視
線
の
み
に
よ
っ
て
は
測
り

つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
に
入
っ
て
客
観
性
と
合
理
性
を
認
め
ら
れ
た
視
覚
が
、
理
性

の
僕
と
し
て
他
の
感
覚
か
ら
抜
き
ん
で
た
地
位
に
つ
く
中
で
、
人
間
の
自
然
に
対
す
る
評
価
的
功
利
的
な
態
度
が
、
あ
る
い
は
自
然
の
客
体
化

と
空
間
の
均
質
化
が
推
し
進
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
視
覚
に
依
存
し
た
空
間
の
経
験
の
あ
り
方
が
、
人
間
を
環
境
か

ら
引
き
離
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
環
境
の
一
部
に
「
風
景
」
と
し
て
の
美
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
方
で
、
逆
説
的
に



四

も
環
境
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
美
的
感
受
性
の
脆
弱
化
を
招
い
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、「
風
景
」
と
し
て
の

環
境
の
価
値
が
、環
境
を
守
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
な
い
よ
う
な
社
会
が
生
ま
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、

近
代
に
誕
生
し
た
「
風
景
」
と
い
う
概
念
は
、
近
代
に
お
け
る
人
間
の
自
然
か
ら
の
乖
離
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に

「
風
景
」
そ
の
も
の
が
自
然
の
対
象
化
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
役
割
を
果
た
し
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
私
は
こ
こ
で
「
風
景
」
を
単
に
絵
画
的
に
見
ら
れ
た
、つ
ま
り
美
的
対
象
と
し
て
意
識
さ
れ
評
価
さ
れ
た
空
間
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

あ
る
特
定
の
空
間
に
つ
い
て
の
人
間
の
経
験
が
、ま
た
そ
の
空
間
に
対
す
る
人
間
の
結
び
つ
き
が
何
ら
か
の
形
で
意
識
化
さ
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
、

も
う
少
し
広
く
捉
え
直
し
て
み
た
い
と
思
う
。
単
に
視
覚
経
験
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
中
で
ト
ゥ
ア
ン
の
言

う
「
触
覚
と
こ
こ
ろ
」（
さ
ら
に
は
嗅
覚
や
聴
覚
や
味
覚
）
に
よ
っ
て
、「
算
定
す
る
眼
と
知
性
を
無
視
し
て
」
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
い
わ
ば
「
が

ら
く
た
の
蓄
え
」（T

uan 145

）
と
し
て
の
空
間
の
経
験
の
蓄
積
の
中
か
ら
、
ま
た
膨
大
な
人
間
の
記
憶
の
蓄
積
の
中
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
存

在
の
根
源
的
な
意
味
を
担
っ
て
立
ち
現
れ
て
く
る
も
の
と
し
て
。

２
．
場
所
の
「
親
密
な
経
験
」
と
五
感
の
風
景

　

ト
ゥ
ア
ン
は
人
文
主
義
地
理
学
の
古
典
と
な
っ
た
著
書
、Space and Place: T

he Perspective of E
xperience

（1977

）
に
お
い
て
空
間
の

経
験
を
分
析
す
る
際
に
、
人
間
の
行
動
の
前
提
と
な
る
広
が
り
と
自
由
を
含
意
す
る
「
空
間
」（space

）
に
対
し
て
、「
行
動
に
お
け
る
休
止
」

で
あ
り
人
が
感
じ
る
価
値
の
中
心
と
な
る
「
場
所
」（place

）
を
対
置
さ
せ
て
い
る
（3-4

）。
そ
し
て
こ
の
「
場
所
」
に
お
け
る
経
験
、
言
い

換
え
れ
ば
あ
る
空
間
を
「
場
所
」
た
ら
し
め
る
経
験
を
「
親
密
な
経
験
」（intim

ate experience

）
と
呼
ぶ
（136-148

）。２

　

親
密
な
経
験
に
お
い
て
は
、
視
覚
は
さ
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。（「
親
密
な
瞬
間
に
は
人
は
眼
を
ふ
せ
る
」（146

）
と

ト
ゥ
ア
ン
は
言
う
。）
少
な
く
と
も
、
そ
の
視
覚
は
絵
画
を
前
に
す
る
よ
う
に
意
識
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。「
親
密
さ
」
に
は
、
距
離
を
置
か



五

な
い
こ
と
、
意
識
化
し
な
い
こ
と
、
評
価
や
判
断
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
崇
高
」
や
「
美
」
や
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」

を
論
じ
た
十
八
世
紀
の
風
景
美
学
が
、
あ
る
程
度
の
視
界
の
広
が
り
と
奥
行
を
要
求
し
、
特
定
の
見
晴
ら
し
の
利
く
地
点
（vantage point

）

か
ら
眺
め
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
親
密
な
経
験
の
場
所
は
む
し
ろ
日
常
の
中
に
溶
け
込
ん
で
お
り
、
そ
の
た
め
と
り
た

て
て
意
識
し
て
見
る
こ
と
も
な
い
。
つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
最
も
深
い
内
面
に
埋
も
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
言
葉
で
表
す
こ
と
が
で
き

な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
気
付
い
て
す
ら
い
な
い
」（T

uan 136

）
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
よ
う
な
空
間
の
経
験
の
記
憶
は
、｢

何
ら
か
の
理
由
で
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
表
面
に
ぱ
っ
と
浮
か
ぶ
こ
と
が
あ
り
、
そ
ん
な
と

き
に
は
、
よ
り
念
入
り
に
計
算
さ
れ
た
行
為
も
か
な
わ
な
い
よ
う
な
感
動
を
引
き
起
こ
す｣

（136

）
力
を
持
つ
と
ト
ゥ
ア
ン
は
言
う
。
な
ぜ

な
ら
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
馴
染
み
の
場
所
、
わ
れ
わ
れ
が
（
観
察
者
と
し
て
で
は
な
く
）
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
世
界
で
あ
り
、
ま
た

わ
れ
わ
れ
の
過
去
が
眠
っ
て
い
る
場
所
で
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
わ
れ
わ
れ
の
全
存
在
、
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
感
覚
を
含
む
」「
リ
ア
ル
な
」

（146

）
空
間
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

ト
ゥ
ア
ン
が
こ
の｢

親
密
な
経
験｣

に
つ
い
て
の
議
論
を
進
め
る
際
に
主
な
手
が
か
り
と
す
る
の
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
イ
シ
ャ
ー
ウ
ッ

ド
や
ジ
ョ
ン
・
ア
ッ
プ
ダ
イ
ク
な
ど
の
小
説
の
一
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
は
美
と
は
お
よ
そ
結
び
つ
か
な
い
よ
う
な
、
忘
れ
ら
れ
た
風
景
と
言
え

る
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
ア
ッ
プ
ダ
イ
ク
の
短
編
小
説
の
主
人
公
に
と
っ
て
、
胸
を
打
つ
風
景
と
は
以
下
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

　

私
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
カ
ー
ン
は
い
つ
も
、
人
間
の
足
の
通
行
に
よ
っ
て
平
ら
に
な
ら
さ
れ
固
め
ら
れ
た
む
き
出
し
の
地
面
を
見
る
と

胸
を
打
た
れ
る
――
自
信
を
回
復
し
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
喜
び
を
感
じ
、
さ
ら
に
は
種
の
一
員
と
し
て
誇
り
を
感
じ
す
ら
す
る
の
だ
――
。

そ
ん
な
場
所
は
小
さ
な
町
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
遊
び
場
の
フ
ェ
ン
ス
の
ひ
そ
か
な
破
れ
が
堂
々
と
通
り
道
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
、



六

ブ
ラ
ン
コ
の
下
に
で
き
た
土
の
く
ぼ
み
…
…　
（T

uan 142

）

　

そ
の
よ
う
な
場
所
は
「
あ
ま
り
に
つ
つ
ま
し
く
あ
り
ふ
れ
て
い
て
名
も
な
い
」
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
子
供
時
代
を
思
い
出
さ
せ
る
の
だ
と
カ

ー
ン
は
続
け
る
。
つ
ま
り
「
足
の
下
に
あ
る
土
の
、
父
親
の
よ
う
に
監
督
す
る
存
在
と
心
を
通
わ
せ
て
い
た
頃
。
大
地
は
遊
び
友
達
で
あ
り
、

夕
食
の
呼
び
声
は
胸
を
刺
す
よ
う
に
鋭
く
甘
美
な
こ
の
世
の
終
わ
り
を
告
げ
る
響
き
で
あ
っ
た
」、
そ
ん
な
己
の
子
供
時
代
の
感
覚
を
鮮
明
に

蘇
ら
せ
る
力
が
、
そ
の
平
凡
な
風
景
の
断
片
に
は
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
親
密
な
経
験
」
と
は
、
た
と
え
ば
こ
の
カ
ー
ン
と
い
う
主
人
公

が
語
る
子
供
時
代
の
自
分
が
足
の
下
に
感
じ
た
土
の
感
触
、
そ
の
土
と
の
心
の
交
流
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
「
親
密
な
経
験
は
、

着
飾
っ
て
い
な
い
の
で
、
簡
単
に
わ
れ
わ
れ
の
注
意
か
ら
逃
れ
て
し
ま
う
」。
そ
れ
ゆ
え
「
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
価
値
に
気
づ
く
の
は
、
回
想
に

お
い
て
の
み
」（143

）
な
の
だ
と
も
ト
ゥ
ア
ン
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

し
か
も
ト
ゥ
ア
ン
は
こ
こ
で
文
学
作
品
か
ら
の
引
用
を
、
単
に
親
密
な
経
験
の
場
の
回
想
の
具
体
例
と
し
て
並
べ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。

彼
は
、
親
密
な
経
験
を
わ
れ
わ
れ
の
中
で
呼
び
起
こ
し
再
生
さ
せ
る
、
文
学
の
力
（
役
割
）
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ふ
つ
う
は
意
識
下
に
眠
っ
て
お
り
、
ま
た
言
葉
に
言
い
表
し
難
い
そ
の
よ
う
な
経
験
が
、
鋭
敏
な
感
受
性
を
持
っ
た
作
家
の
想
像
力
に
よ
っ
て

忘
却
の
淵
か
ら
蘇
ら
さ
れ
、
言
語
化
さ
れ
、
永
遠
の
相
を
獲
得
す
る
こ
と
の
可
能
性
に
つ
い
て
――
。

　

芸
術
は
感
情
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
、
感
情
を
熟
視
や
思
考
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
。[

中
略]　

こ
こ
で
例
示
し
た
さ
ま
ざ
ま

な
場
所
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
鋭
敏
な
作
家
た
ち
の
想
像
力
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
芸
術
の
光
に
よ
っ
て
、
わ

れ
わ
れ
は
さ
も
な
く
ば
も
は
や
思
い
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
ま
で
に
色
あ
せ
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
経
験
を
味
わ
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
思
考
は
距
離
を
つ
く
り
、
生
の
経
験
の
直
接
性
を
破
壊
す
る
が
、
思
慮
深



七

い
熟
考
に
よ
っ
て
こ
そ
、
過
去
の
逃
れ
去
る
瞬
間
は
現
在
の
現
実
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
近
寄
り
、
い
く
ぶ
ん
の
永
遠
を
獲
得
す
る
の
で

あ
る
。（148

）

　

鋭
敏
な
感
受
性
を
持
っ
た
作
家
の
熟
考
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
、
蘇
る
場
所
の
経
験
――
。
ま
さ
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
い
ま
は
ほ
と
ん

ど
消
え
て
し
ま
っ
た
日
本
の
、
人
間
と
他
の
動
植
物
と
神
々
と
先
祖
の
死
者
た
ち
と
、
す
べ
て
が
一
つ
の
生
命
共
同
体
を
構
成
し
て
い
た
村
の

記
憶
を
物
語
に
再
生
し
よ
う
と
す
る
石
牟
礼
道
子
の
文
学
作
品
は
、
ト
ゥ
ア
ン
の
指
摘
す
る
文
学
の
役
割
の
、
日
本
に
お
け
る
優
れ
た
例
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
日
本
に
住
む
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
忘
れ
ら
れ
た
、
懐
か
し
い
子
供
時
代
の
感
覚
の
、
ま
た
日
本
の
文
化
の
古
層
の
記
憶
が
、

石
牟
礼
と
い
う
作
家
に
よ
っ
て
言
語
化
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
を
全
感
覚
的
な
空
間
の
経
験
へ
と
連
れ
戻
す
。
そ
れ
は
す
で
に
彼
女
の
初
期
の
記
念

碑
的
作
品
『
苦
界
浄
土
』
の
風
景
描
写
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。
た
と
え
ば
冒
頭
に
あ
る
、
水
俣
病
の
発
生
地
帯
に
つ
い
て
の
以

下
の
よ
う
な
描
写
で
あ
る
。

　

年
に
一
度
か
二
度
、
台
風
で
も
や
っ
て
来
ぬ
か
ぎ
り
、
波
立
つ
こ
と
も
な
い
小
さ
な
入
江
を
囲
ん
で
、
湯ゆ

堂ど
う

部
落
が
あ
る
。

　

湯
堂
湾
は
、
こ
そ
ば
ゆ
い
ま
ぶ
た
の
よ
う
な
さ
ざ
波
の
上
に
、
小
さ
な
舟
や
鰯
い
わ
し

籠か
ご

な
ど
を
浮
か
べ
て
い
た
。
子
ど
も
た
ち
は
真
っ
裸
で
、

舟
か
ら
舟
へ
飛
び
移
っ
た
り
、
海
の
中
に
ど
ぼ
ん
と
落
ち
込
ん
で
み
た
り
し
て
、
遊
ぶ
の
だ
っ
た
。

夏
は
、
そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
の
あ
げ
る
声
が
、
蜜
柑
畑
や
、
夾
竹
桃
や
、
ぐ
る
ぐ
る
の
瘤
を
も
っ
た
大
き
な
櫨は
ぜ

の
木
や
、
石
垣
の
間
を
の

ぼ
っ
て
、
家
々
に
き
こ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

村
の
い
ち
ば
ん
低
い
と
こ
ろ
、舟
か
ら
あ
が
れ
ば
と
っ
つ
き
の
段
丘
の
根
に
、古
い
、大
き
な
共
同
井
戸
―
洗
場
が
あ
る
。
四
角
い
広
々

と
し
た
井
戸
の
、
石
の
壁
面
に
は
苔
の
蔭
に
小
さ
な
ゾ
ナ
魚め

や
、
赤
く
可
憐
な
カ
ニ
が
遊
ん
で
い
た
。
こ
の
よ
う
な
カ
ニ
の
棲
む
井
戸
は
、



八

や
わ
ら
か
な
味
の
石
清
水
が
湧
く
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。　
（
八
―

九
）

　

観
察
者
の
視
線
の
と
ら
え
た
眺
望
と
、
空
間
の
親
密
な
（
五
感
の
）
経
験
と
が
巧
み
に
融
合
さ
れ
て
い
る
。
山
中
九
平
と
い
う
水
俣
病
患
者

の
少
年
の
住
む
湯
堂
と
い
う
集
落
を
描
く
の
に
、
石
牟
礼
は
地
形
的
、
俯
瞰
的
な
視
線
か
ら
語
り
始
め
な
が
ら
、
第
二
文
以
降
、「
こ
そ
ば
ゆ

い
ま
ぶ
た
の
よ
う
な
さ
ざ
波
」
や
子
ど
も
た
ち
の
海
に
落
ち
る
音
、
岩
清
水
の
「
や
わ
ら
か
な
味
」
と
い
っ
た
五
官
に
よ
る
知
覚
を
通
し
て
描

く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
親
密
な
経
験
」
を
鮮
や
か
に
言
語
化
す
る
。
そ
し
て
語
り
の
（
そ
れ
ゆ
え
ま
た
わ
れ
わ
れ
読
者
の
）
視
線
は
、「
子
ど
も

た
ち
の
あ
げ
る
声
」
と
一
体
と
な
っ
て
、
村
の
「
蜜
柑
畑
や
夾
竹
桃
や
ぐ
る
ぐ
る
の
瘤
を
も
っ
た
大
き
な
櫨
の
木
」
を
め
ぐ
り
、
ま
た
共
同
井

戸
の
石
壁
に
張
り
付
い
た
苔
や
そ
こ
に
住
む
小
魚
や
カ
ニ
を
覗
き
込
む
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
近
代
の
特
徴
を
な
す
視
線
に
よ
る
空
間
の
征
服

――
そ
の
表
象
は
、
西
欧
に
お
い
て
は
十
五
世
紀
に
誕
生
し
た
数
学
的
遠
近
法
に
よ
る
三
次
元
的
空
間
表
現
に
は
じ
ま
り
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮

殿
の
庭
に
代
表
さ
れ
る
整
形
式
庭
園
の
ヴ
ィ
ス
タ
か
ら
十
八
世
紀
英
国
の
風
景
式
庭
園
に
続
く
も
の
だ
が
――
に
不
可
欠
な
遠
近
法
的
「
眺
望
」

の
視
線
が
、
そ
こ
に
住
む
子
ど
も
た
ち
の
く
る
く
る
と
動
く
興
味
深
い
ま
な
ざ
し
へ
と
転
化
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
の
動
き
と
共
に
移
動
し
焦
点

を
変
え
る
。
そ
し
て
そ
の
視
線
は
、
皮
膚
感
覚
や
味
覚
や
聴
覚
と
分
か
ち
が
た
く
織
り
合
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
自
伝
的
な
作
品
『
椿
の
海
の
記
』
で
は
、四
歳
頃
の
筆
者
の
経
験
し
た
風
景
が
、「
匂
い
」
の
経
験
と
し
て
語
り
始
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

回
想
す
る
大
人
の
思
考
に
よ
っ
て
、「
大
地
の
深
い
匂
い
」
や
「
海
の
香
り
」
と
し
て
言
語
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
二
つ
の
匂
い
の
「
せ

め
ぎ
あ
い
」
の
中
か
ら
立
ち
昇
る
朝
の
靄
を
通
し
て
、
朝
陽
の
光
が
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
不
知
火
の
「
や
さ
し
い
海
」
の
情
景
で
あ
る
。

　

春
の
花
々
が
あ
ら
か
た
散
り
敷
い
て
し
ま
う
と
、
大
地
の
深
い
匂
い
が
む
せ
て
く
る
。
海
の
香
り
と
そ
れ
は
せ
め
ぎ
あ
い
、
不
知
火
海

沿
岸
は
朝
あ
け
の
靄
が
立
つ
。
朝
陽
が
、
そ
の
よ
う
な
靄
を
こ
う
こ
う
と
染
め
あ
げ
な
が
ら
の
ぼ
り
出
す
と
、
光
の
奥
か
ら
や
さ
し
い
海



九

が
あ
ら
わ
れ
る
。（
一
一
）

　　

石
牟
礼
の
描
く
山
や
海
の
情
景
に
は
、
こ
の
よ
う
に
陽
光
が
靄
や
霧
を
通
っ
て
照
ら
し
出
す
一
瞬
の
美
を
描
い
た
も
の
が
多
い
。
夜
の
雨
の

情
景
を
描
い
た
広
重
の
版
画
や
長
谷
川
等
伯
の
霧
に
包
ま
れ
た
「
松
林
図
」
に
つ
い
て
桑
子
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
雨
や
靄
や
霧
と
い
っ
た

大
気
中
に
漂
う
水
の
粒
子
の
存
在
は
、
単
に
視
覚
的
に
神
秘
的
な
奥
行
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
匂
い
を
運
び
、
静
け
さ
を
呼
び
、
そ
し
て
な

に
よ
り
も
「
し
っ
と
り
」
と
し
た
触
感
的
な
空
間
の
経
験
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
（
桑
子
一
七
―

一
九
）。
こ
こ
で
石
牟
礼
の
言
う
「
光
の

奥
か
ら
」
あ
ら
わ
れ
る
「
や
さ
し
い
海
」
と
い
う
言
葉
は
、
た
だ
静
か
に
凪
い
だ
海
面
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
観
る
者
の
経
験
と

し
て
の
風
景
、
つ
ま
り
曖
昧
な
情
感
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
、
親
し
い
、
落
ち
着
い
た
感
情
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
．『
天
湖
』
――
耳
の
回
復

　

さ
ら
に
後
期
の
代
表
作
と
も
い
え
る
『
天
湖
』
に
お
い
て
は
、
石
牟
礼
は
そ
の
よ
う
な
全
感
覚
的
な
自
然
へ
の
感
受
性
の
回
復
を
、
よ
り
意

識
的
に
小
説
の
技
巧
を
こ
ら
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
。３　
都
市
化
と
と
も
に
「
場
所
」
と
し
て
の
自
然
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
の
美
を
感
受

す
る
感
覚
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
現
代
人
の
感
覚
の
回
復
が
、
特
に
「
耳
」
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
鮮
明
に
テ
ー
マ
化
さ
れ
て
描
か
れ

る
の
で
あ
る
。４　
た
と
え
ば
そ
の
冒
頭
近
く
、
祖
父
の
故
郷
の
村
が
沈
む
ダ
ム
湖
に
祖
父
の
遺
灰
を
撒
き
に
や
っ
て
き
た
東
京
育
ち
の
青
年
柾

彦
の
五
官
を
、
村
を
囲
む
山
々
が
強
烈
な
刺
激
で
揺
さ
ぶ
り
、
呼
び
覚
ま
す
さ
ま
は
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　

山
の
中
腹
あ
た
り
が
身
じ
ろ
ぎ
し
て
い
る
な
と
見
て
い
る
間
に
、
遠
い
樹
々
が
い
っ
せ
い
に
葉
裏
を
返
し
は
じ
め
た
。
風
が
遊
ん
で
い

る
の
だ
。



一
〇

　

山
々
の
揺
れ
立
つ
さ
ま
を
見
る
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。
水
の
面
は
し
ば
し
ば
生
き
も
の
の
よ
う
に
け
ば
立
ち
、
風
の
足
が
広
い
湖
を
撫

で
て
い
る
。
汀
の
ま
わ
り
の
葭
竹
や
茅ち

萱が
や

が
そ
の
た
び
に
さ
や
鳴
り
し
て
、
水
の
匂
い
だ
か
山
の
匂
い
だ
か
が
つ
よ
く
香
っ
た
。
こ
う
い

う
所
で
祖
父
は
育
っ
た
の
か
と
、
柾
彦
は
あ
ら
た
め
て
見
回
し
た
。

　

あ
の
凶
暴
な
都
市
の
騒
音
の
一
切
が
ま
わ
り
か
ら
消
え
て
い
た
。
骨
の
髄
ま
で
喰
い
入
っ
て
い
た
車
の
擦
過
音
や
ブ
レ
ー
キ
の
音
、
シ

ャ
ッ
タ
ー
の
開
閉
音
。
間
断
な
く
掘
り
返
さ
れ
、
ぶ
っ
こ
わ
さ
れ
る
街
の
音
が
す
っ
か
り
消
え
て
い
た
。
い
っ
た
い
あ
れ
は
何
と
い
う
世

界
だ
っ
た
ろ
う
か
。
僕
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
と
柾
彦
は
思
っ
た
。
あ
の
巨
大
都
市
が
つ
く
り
出
す
騒
音
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
ロ
ケ

ッ
ト
の
よ
う
に
打
ち
上
げ
ら
れ
、
こ
こ
に
軟
着
陸
し
た
の
じ
ゃ
な
い
か
。　
　
　
　
（
二
八
―

二
九
）

　

都
市
の
耳
障
り
な
音
の
氾
濫
―
「
凶
暴
な
都
市
の
騒
音
」
が
、
九
州
の
山
の
（
静
け
さ
で
は
な
く
）
植
物
た
ち
と
「
遊
ん
で
い
る
」
風
の
音

と
対
比
さ
れ
る
。
山
が
風
を
受
け
て
「
身
じ
ろ
ぎ
し
」、「
風
の
足
」
に
撫
で
ら
れ
た
湖
の
水
面
が
「
生
き
も
の
の
よ
う
に
け
ば
立
ち
」、
水
や

山
の
匂
い
が
強
く
香
る
中
で
、
柾
彦
は
、
葭
竹
や
茅
萱
の
風
に
鳴
る
音
を
聞
き
、
こ
れ
ま
で
自
分
の
「
骨
の
髄
ま
で
喰
い
入
っ
て
い
た
」
都
市

の
騒
音
の
ま
っ
た
く
な
い
空
間
に
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て
「
僕
は
耳
を
取
り
戻
さ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
耳
を
修
復
し
な
き
ゃ
い
け
な
い

ん
だ
。」（
三
六
）
と
思
う
。
馬
酔
木
の
古
木
の
分
厚
い
茂
み
に
包
ま
れ
て
、
柾
彦
は
「
こ
れ
ま
で
と
は
ま
る
で
ち
が
う
感
覚
の
世
界
に
自
分
が

入
り
か
け
て
い
る
の
を
感
じ
」（
四
〇
）
る
の
で
あ
る
。
彼
に
は
ま
だ
そ
れ
が
ど
ん
な
世
界
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
神
経
を
引
き
裂
く
よ

う
な
都
市
の
「
不
協
和
音
と
は
ま
る
で
ち
が
う
植
物
界
の
や
わ
ら
か
い
呼
吸
」（
四
〇
）
を
感
じ
、
新
し
い
世
界
の
入
り
口
に
い
る
こ
と
を
自

覚
す
る
。
そ
の
感
覚
は
、
高
速
道
を
車
に
乗
せ
ら
れ
て
行
き
な
が
ら
、
ま
わ
り
の
車
に
自
分
を
包
囲
す
る
敵
の
戦
車
の
大
群
を
見
る
、
最
晩
年

の
祖
父
の
姿
を
柾
彦
の
こ
こ
ろ
に
呼
び
起
こ
し
（
三
〇
―

三
一
）、
あ
る
い
は
東
京
の
片
隅
の
路
地
の
「
か
り
そ
め
の
静
寂
」、「
つ
つ
ま
し
や
か

な
植
込
み
や
小
公
園
に
立
ち
迷
っ
て
い
た
都
市
の
呼
吸
」（
四
〇
）
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
意
識
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
見
慣
れ
た
光
景
を
呼
び
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覚
ま
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
意
味
を
悟
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

　

耳
や
音
楽
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
こ
の
小
説
中
に
幾
重
に
も
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
ダ
ム
に
沈
む
村
を
捨
て
東
京
に
出
て
ゆ
く
際
に
家
の

敷
地
に
立
つ
桑
の
古
木
か
ら
作
ら
せ
た
と
い
う
、祖
父
の
形
見
の
琵
琶
も
ま
た
、そ
の
象
徴
的
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
弾
き
手
が
、

糸
に
た
ず
ね
て
弾
く
な
ら
ば
、
糸
は
、
鳴
ろ
う
と
思
う
て
待
っ
と
る
げ
な
で
」（
一
八
八
）
と
祖
父
が
語
っ
た
そ
の
琵
琶
の
本
当
の
音
を
探
り
、

こ
の
村
の
魂
を
表
現
す
る
音
楽
を
手
探
り
し
て
見
つ
け
出
そ
う
と
す
る
柾
彦
の
姿
は
、
彼
が
村
の
共
同
の
記
憶
の
中
へ
入
り
こ
み
、
村
人
た
ち

の
夢
の
世
界
を
共
有
し
て
ゆ
く
中
で
、
祖
父
の
言
葉
の
意
味
を
次
第
に
理
解
し
、
自
分
自
身
の
感
覚
を
回
復
し
て
ゆ
く
過
程
を
表
象
す
る
イ
メ

ー
ジ
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
柾
彦
の
導
き
手
の
役
割
を
果
た
す
の
が
、
お
ひ
な
と
お
桃
が
歌
う
神
歌
の
「
衿
を
正
さ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
悲
哀
が
そ
く
そ
く
と
水
の
底
か
ら
沸
い
て
来
る
」（
八
一
）
よ
う
な
歌
声
で
あ
る
。
そ
し
て
小
説
も
終
わ
り
近
く
、
ダ
ム
の
底

に
沈
む
村
を
呼
び
出
さ
ん
と
す
る
そ
の
母
娘
の
歌
声
の
中
で
、
柾
彦
は
つ
い
に
自
分
の
耳
が
「
ひ
ら
く
」
感
覚
を
お
ぼ
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
石
牟
礼
の
想
像
力
は
、
山
肌
の
断
層
が
、
約
二
億
年
前
に
赤
道
付
近
で
で
き
た
火
山
島
が
ジ
ュ
ラ
紀
か
ら
白
亜
紀
に
か
け
て
熊
本
の

南
へ
移
動
し
て
き
て
で
き
た
も
の
だ
と
い
う
地
質
学
的
な
情
報
に
触
発
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
太
古
か
ら
の
時
間
を
生
き
続
け
て
き
た
山
々
の

「
あ
ら
あ
ら
し
い
精
気
」（
二
七
七
）
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
柾
彦
の
ひ
ら
い
た
ば
か
り
の｢

初
々
し
い
鼓
膜｣

が
聞
き
取
る
の
は
、
そ
の
よ
う

な
太
古
か
ら
の
時
間
を
胎
内
に
宿
し
た
山
々
が
吐
く
、
息
の
ご
と
き
韻
律
で
あ
る
。

…
い
ま
初
々
し
い
鼓
膜
が
こ
の
世
の
不
思
議
に
目
ざ
め
、ひ
ら
い
た
ぞ
と
彼
は
感
じ
た
。
遠
い
世
か
ら
の
呼
び
声
が
た
し
か
に
聴
こ
え
た
。

　

そ
れ
を
音
楽
と
言
っ
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
山
と
い
う
山
が
分
厚
い
地
層
の
内
部
か
ら
霧
を
伴
っ
て
吐
く
韻
律
、
必
ず
や
っ

て
く
る
夜
明
け
の
光
を
待
っ
て
、
草
も
木
々
も
そ
れ
ぞ
れ
の
形
を
保
ち
な
が
ら
、
多
様
な
緑
に
染
ま
る
た
め
の
入
念
な
媒
染
、
霧
に
よ
る

媒
染
を
受
け
つ
つ
あ
る
。
暁
あ
か
と
きの
光
の
一
閃
に
よ
っ
て
、
な
ん
と
多
様
な
樹
々
の
色
が
織
り
出
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
色
は
言
霊
と
お
な
じ
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よ
う
に
、
た
と
え
ば
山
野
の
草
木
と
朝
の
光
が
合
体
す
る
と
き
に
生
ま
れ
る
の
だ
。
そ
の
瞬
間
に
立
ち
あ
え
る
者
こ
そ
幸
い
だ
。
天
底
の

人
た
ち
は
そ
ん
な
古
代
叙
事
詩
の
中
の
人
た
ち
だ
。（
二
七
八
）

　

柾
彦
の
ひ
ら
か
れ
た
耳
が
聞
き
と
っ
た
「
山
と
い
う
山
が
分
厚
い
地
層
の
内
部
か
ら
霧
を
伴
っ
て
吐
く
韻
律
」。
そ
れ
は
五
感
の
鈍
化
し
た

現
代
人
に
は
、
お
そ
ら
く
た
だ
の
自
然
現
象
と
し
て
の
山
霧
と
し
て
し
か
認
識
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
ま
、
は
る
か
な
時
間
を
隔

て
た
「
と
お
い
世
か
ら
の
呼
び
声
」
と
な
っ
て
柾
彦
の
耳
に
届
く
。
そ
し
て
そ
の
霧
の
中
に
暁
の
光
が
射
し
入
る
瞬
間
、
多
彩
に
織
り
出
さ
れ

た
樹
々
の
色
合
い
が
、「
言
霊
」
の
ご
と
き
幽
玄
な
命
を
宿
し
て
浮
か
び
上
が
る
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
日
常
的
な
経

験
と
い
う
よ
り
は
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
の
み
が
察
知
で
き
る
重
く
濃
密
な
経
験
、
人
間
の
歴
史
を
は
る
か
に
超
え
た
何
億
年
と
い
う
歳
月

を
抱
く
自
然
の
生
命
に
つ
い
て
の
啓
示
的
瞬
間
と
も
言
え
る
も
の
だ
ろ
う
。

４
．「
故
郷
」
と
記
憶

　

『
天
湖
』
の
天
底
村
の
元
村
人
た
ち
が
呼
び
戻
そ
う
と
す
る
も
の
、精
妙
な
山
の
音
を
掻
き
消
し
わ
れ
わ
れ
の
耳
を
塞
ぐ
現
代
の
喧
騒
の
中
、

忘
却
の
闇
か
ら
石
牟
礼
が
救
い
出
そ
う
と
す
る
も
の
は
、
山
の
神
、
海
の
神
と
結
び
つ
い
た
生
命
共
同
体
と
し
て
の
村
、
そ
の
語
り
継
が
れ
た

歴
史
、
村
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
記
憶
で
あ
り
、
そ
の
記
憶
を
内
に
宿
し
た
場
所
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
、「
故
郷
」
に
他
な
ら

な
い
。
ト
ゥ
ア
ン
は
、「
故
郷
へ
の
愛
着
」（
“Attachm

ent to H
om

eland „

）
と
題
す
る
章
で
、人
び
と
に
と
っ
て
「
故
郷
」
と
は
、世
界
の
、

そ
し
て
宇
宙
の
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
至
上
の
価
値
を
持
ち
、
そ
れ
を
捨
て
去
る
と
い
う
こ
と
は
想
像
し
が
た
い
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る

（149

） 

。
こ
こ
で
い
う
「
世
界
の
中
心
」
と
は
、地
理
上
の
特
定
の
地
点
を
指
す
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
神
話
的
思
考
に
お
け
る
概
念
で
あ
る
。

あ
る
特
定
の
場
所
は
、「
人
び
と
が
自
分
た
ち
の
住
処
で
あ
る
だ
け
で
な
く
守
護
精
霊
や
神
々
の
住
処
で
も
あ
る
と
考
え
る
」
と
き
、特
別
な
「
場
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所
」
と
な
る
の
で
あ
る
（150

） 

。
守
護
精
霊
の
中
に
は
、
自
分
た
ち
の
祖
先
の
霊
も
含
ま
れ
て
お
り
、
故
郷
と
は
、
世
代
か
ら
世
代
へ
と
語

り
継
が
れ
た
記
憶
が
そ
の
土
地
に
結
び
つ
い
て
生
き
続
け
て
い
る
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
故
郷
の
風
景
は
、「
目
に
見
え
る
よ
う
に
さ
れ
た

個
人
の
、
ま
た
部
族
の
歴
史
」
な
の
だ
と
も
言
え
る
。

　

ト
ゥ
ア
ン
は
、
故
郷
へ
の
愛
着
の
例
を
、
土
地
と
宗
教
と
が
密
接
に
結
び
つ
い
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
や
現
代
の
少
数
の
部
族
社
会
に

見
る
中
で
、
一
八
七
七
年
の
ア
メ
リ
カ
で
、
あ
る
先
住
民
の
酋
長
が
部
族
の
土
地
を
白
人
に
引
き
渡
す
際
に
お
こ
な
っ
た
と
い
う
以
下
の
演
説

を
引
用
し
て
い
る
。

　

…
［
略
］
こ
の
国
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
場
所
が
わ
が
民
に
と
っ
て
は
神
聖
な
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
丘
、
あ
ら
ゆ
る
谷
、
あ
ら
ゆ
る

平
原
と
森
が
、
わ
が
部
族
の
喜
ば
し
き
思
い
出
や
悲
し
き
経
験
に
よ
っ
て
聖
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
荘
厳
な
る
雄
大
さ
の
う
ち
に
静

ま
る
岸
辺
で
、
太
陽
の
陽
射
し
に
熱
く
焼
か
れ
て
無
言
で
横
た
わ
る
岩
々
で
さ
え
、
わ
が
民
の
生
と
結
び
つ
い
た
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
出

来
事
の
記
憶
に
う
ち
震
え
て
い
る
の
だ
。
あ
な
た
が
た
の
足
の
下
の
土
は
、
あ
な
た
が
た
の
足
に
対
す
る
よ
り
も
わ
れ
わ
れ
の
足
に
対
し

て
よ
り
愛
情
を
こ
め
て
応
答
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
土
は
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
灰
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
裸
足
は
土
の
共
感
を
こ
め
た
感

触
に
気
づ
い
て
い
る
か
ら
。
土
は
わ
れ
わ
れ
の
親
族
の
命
で
満
ち
て
い
る
か
ら
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（T

uan 155-6

）　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
よ
う
な
風
景
の
中
で
は
、「
そ
こ
に
生
ま
れ
育
っ
た
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
――
事
物
の
構
成
の
全
体
に
お
け
る
そ
の
人
の
場
所
――

は
ゆ
る
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
を
支
え
る
神
話
は
、
そ
の
人
が
目
で
見
、
手
で
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
岩
や
池
と
同
じ
ほ
ど
リ
ア
ル
な
も
の

だ
か
ら
」（157-8

）
だ
と
ト
ゥ
ア
ン
は
語
る
。
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だ
が
、
現
代
の
文
明
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
土
地
と
民
族
、
土
地
と
人
と
を
結
び
付
け
る
神
話
は
、
も
は

や
存
在
し
な
い
。
山
や
谷
、
一
本
の
樹
木
、
一
塊
の
岩
に
宿
る
過
去
の
記
憶
を
回
想
す
る
人
間
が
絶
え
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
場
所
は
よ
そ
よ
そ

し
い
沈
黙
に
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
に
は
ま
だ
、
薄
れ
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
自
分
自
身
の
故
郷
の
親
密
な
経
験
の

記
憶
と
ま
た
さ
ら
に
朧
な
民
族
の
歴
史
の
記
憶
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
ア
ッ
プ
ダ
イ
ク
の
主
人
公
が
、
名
も
な

き
数
知
れ
ぬ
人
々
の
足
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
町
の
小
さ
な
風
景
（
踏
み
固
め
ら
れ
た
土
手
、
通
り
道
、
ブ
ラ
ン
コ
の
下
の
窪
み
等
々
）
か
ら
、

子
供
時
代
の
自
分
の
足
と
土
と
の
交
流
の
感
触
を
思
い
起
こ
す
よ
う
に
。

　

あ
る
い
は
そ
の
記
憶
は
、
す
で
に
土
の
中
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
学
者
シ
ャ
ー
マ
は
、
彼
自
身

の
祖
先
の
地
リ
ト
ア
ニ
ア
を
訪
れ
、
い
ま
は
一
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
も
い
な
い
村
の
は
ず
れ
の
丘
の
タ
ン
ポ
ポ
の
茂
み
の
下
に
、
ほ
と
ん
ど
自
然
の

地
層
と
化
し
た
、
土
に
埋
も
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
墓
を
見
つ
け
る
。「
シ
ョ
ベ
ル
と
ハ
サ
ミ
で
ま
る
一
日
か
け
て
、
プ
ン
ス
ク
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
地

中
に
埋
ま
っ
た
世
界
、
そ
の
全
体
を
掘
り
出
す
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
」（Scham

a 36

）
と
、
彼
はLandscape and M

em
ory

（1995

）
の

プ
ロ
ロ
ー
グ
で
語
る
。
だ
が
そ
の
歴
史
家
は
、
土
を
掘
る
か
わ
り
に
何
層
に
も
積
も
っ
た
記
憶
の
層
を
掘
り
返
し
、
先
祖
た
ち
の
生
き
た
バ
イ

ソ
ン
の
住
む
リ
ト
ア
ニ
ア
の
森
、
ゲ
ル
マ
ン
の
神
話
を
生
ん
だ
森
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
シ
ャ
ー
ウ
ッ
ド
の
森
を
は
じ
め
、
民
族
の
、
そ
し
て
個

人
の
何
世
紀
に
も
わ
た
る
記
憶
を
刻
ん
だ
森
や
山
や
川
の
物
語
を
現
在
に
生
き
生
き
と
蘇
ら
せ
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。

　

土
地
の
名
も
ま
た
物
語
を
宿
し
て
、
語
ら
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。『
天
湖
』
の
世
界
は
、
そ
う
い
う
過
去
の
経
験
を
刻

ん
だ
地
名
や
自
然
物
に
満
ち
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
歌
坂
」、「
月
影
橋
」、「
お
蚕
さ
ま
屋
敷
」、「
石
飛
び
の
峠
」、
村
の
「
し
る
し
木
」
の
大

銀
杏
や
し
だ
れ
桜
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
が
ま
だ
村
人
た
ち
の
直
接
の
経
験
の
記
憶
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
明
確
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
保
ち
続
け

て
い
る
。
ダ
ム
建
設
の
際
に
村
人
の
身
代
わ
り
に
「
人
柱
に
な
っ
て
」
赤
い
血
の
よ
う
な
鋸
屑
を
散
ら
せ
た
し
だ
れ
桜
の
記
憶
は
、
い
ま
な
お

生
々
し
く
元
村
人
の
胸
を
も
だ
え
さ
せ
る
の
だ
。
立
派
な
神
社
や
戦
場
跡
や
名
高
い
山
の
峰
で
は
な
く
、
天
底
村
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
「
し



一
五

だ
れ
桜
」
や
「
月
影
橋
」
こ
そ
が
、
あ
る
い
は
シ
ャ
ー
マ
に
と
っ
て
は
土
に
埋
も
れ
た
墓
石
が
、
共
有
さ
れ
た
物
語
を
示
す
「
土
地
の
し
る
し
」

（landm
ark

）（T
uan 159

）
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
「
し
る
し
」
は
、
物
語
へ
の
入
り
口
で
あ
る
。
天
底
村
の
よ
う
な
小
さ
な
山
間
の
村
に
お
い
て
は
、
そ
の
物
語
と
は
、
た
と
え
ば

池
の
端
の
小
さ
な
弁
天
さ
ま
の
祭
り
の
よ
う
な
さ
さ
や
か
な
行
事
の
楽
し
み
で
あ
り
、
よ
そ
か
ら
来
た
行
き
倒
れ
人
、
琵
琶
士
、
日
照
り
や
大

水
と
い
っ
た
村
の
記
憶
の
蓄
積
で
あ
る
。『
天
湖
』
の
最
後
に
石
牟
礼
が
描
く
の
は
、
元
村
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
物
語
の
記
憶
や
夢
を
互

い
に
や
り
取
り
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
は
や
こ
の
世
に
は
な
い
故
郷
を
目
の
前
に
あ
り
あ
り
と
蘇
ら
せ
る
共
同
作
業
の
場
面
で
あ
る

（
二
七
五
―

三
二
〇
）。
そ
の
と
き
直
接
祖
父
の
故
郷
を
知
ら
な
い
主
人
公
の
青
年
柾
彦
も
ま
た
、
祖
父
の
言
葉
の
記
憶
を
介
し
て
、
そ
の
共
同

の
夢
の
中
に
参
入
す
る
の
で
あ
る
。

　

「
夢
に
見
る
と
は
、
天
底
の
こ
と
ば
か
り
」
と
、
村
人
の
口
に
繰
返
さ
れ
る
言
葉
、
実
際
に
石
牟
礼
が
三
十
年
も
前
に
ダ
ム
湖
に
沈
ん
だ
九

州
の
山
間
の
村
の
元
村
人
た
ち
が
口
々
に
言
う
の
を
聞
い
た
と
い
う
こ
の
言
葉
ほ
ど
、
痛
切
に
故
郷
へ
の
愛
着
を
訴
え
る
も
の
は
あ
る
ま
い

（「
夢
に
見
る
の
は
」
三
四
八
）。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
深
い
愛
着
は
、
お
そ
ら
く
村
を
離
れ
る
ま
で
は
自
覚
的
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
も
の
だ

っ
た
ろ
う
。
ト
ゥ
ア
ン
の
言
う
よ
う
に
、｢

無
意
識
的
で
は
あ
る
が
深
い｣

故
郷
へ
の
「
愛
着
は
、
た
だ
馴
染
み
深
さ
や
安
ら
ぎ
か
ら
、
養
育

と
安
全
の
確
か
さ
か
ら
、
時
と
と
も
に
蓄
え
ら
れ
た
音
や
匂
い
、
共
同
の
活
動
や
平
凡
な
楽
し
み
の
記
憶
か
ら
、
生
ま
れ
る
」（159

）
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。

５
．
お
わ
り
に

　

「
故
郷
」
の
記
憶
は
、
個
人
の
生
の
レ
ベ
ル
で
は
子
供
時
代
の
記
憶
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
民
族
に
と
っ
て
は
、
歴
史
的
な
過
去
に
つ
な
が

っ
て
い
る
。
意
識
化
さ
れ
「
風
景
」
と
な
る
と
き
、
そ
の
記
憶
の
風
景
は
時
間
の
感
覚
を
伴
い
、
遠
い
祖
先
か
ら
の
、
さ
ら
に
は
地
質
学
的
な



一
六

太
古
の
昔
か
ら
の
「
連
続
性
の
感
覚
」（T

uan 153

）
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
く
れ
る
。
土
地
に
根
ざ
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
基
盤
を

与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。５

　

し
か
し
、
地
震
や
津
波
の
よ
う
な
凶
暴
な
自
然
の
破
壊
力
に
よ
ら
ず
と
も
、
日
々
わ
れ
わ
れ
の
身
の
ま
わ
り
で
、
経
済
活
動
に
よ
る
風
景
の

破
壊
は
進
行
し
続
け
て
い
る
。
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
時
代
と
い
う
の
は
、
特
に
日
本
に
お
い
て
は
、
人
間
の
一
生
の
間
に
す
ら

故
郷
の
風
景
や
子
供
時
代
の
風
景
を
変
わ
ら
ず
保
ち
続
け
る
こ
と
が
難
し
い
。
た
と
え
ば
、
草
に
覆
わ
れ
た
あ
ぜ
道
が
不
整
形
な
曲
線
で
田
畑

を
区
切
り
、
そ
の
脇
を
メ
ダ
カ
や
ヘ
ビ
や
昆
虫
た
ち
を
育
み
な
が
ら
土
の
水
路
が
小
川
へ
と
注
ぐ
、
日
本
の
原
型
的
な
田
舎
の
風
景
は
、
七
〇

年
代
以
降
全
国
で
急
速
に
推
進
さ
れ
た
圃
場
整
備
事
業
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
大
き
な
Ｕ
字
溝
と
自
動
車
の
通
る
道
路
に
よ
っ
て
長

方
形
に
区
切
ら
れ
た
、
直
線
ば
か
り
の
空
間
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
村
は
、
自
動
車
道
路
の
高
い
土
盛
に
よ
っ
て
視
界
を
遮
ら
れ
分
断
さ
れ
、

都
市
は
川
を
埋
め
ら
れ
、
海
を
埋
め
ら
れ
、
高
層
建
築
に
空
も
埋
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
自
身
が
、
天
底
村
の
村
人
た
ち
と
同
じ
く
、

「
故
郷
」
の
喪
失
者
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
代
に
お
い
て
、
風
景
を
語
る
こ
と
に
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
記
憶
の
貯
蔵
庫
と
し
て
の
土
地
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世

代
限
り
で
消
費
さ
れ
つ
く
し
、
場
所
と
の
関
係
そ
の
も
の
が
希
薄
な
こ
の
時
代
に
。

　

そ
の
よ
う
な
懐
疑
的
な
問
い
か
け
に
対
し
て
、
い
さ
さ
か
ナ
イ
ー
ヴ
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
に
答
え
て
お
き

た
い
。
す
な
わ
ち
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
忘
れ
去
ら
れ
た
親
密
な
空
間
（
場
所
）
は
、
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
「
風
景
」
と
な
る
の
だ
と
。
そ
し
て
そ
の
「
風
景
」
と
し
て
認
識
さ
れ
た
空
間
に
は
、
美
的
な
価
値
だ
け
で
な
く
人
の
内
面
の
最
も
奥
深

く
に
つ
な
が
る
記
憶
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
文
学
、
絵
画
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
風
景
を
語
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
そ
の
埋
も
れ

た
記
憶
、
わ
れ
わ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
基
盤
と
し
て
の
風
景
の
回
復
の
契
機
と
な
る
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
。
言
葉
や

絵
画
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
た
記
憶
は
、
あ
る
程
度
永
続
す
る
形
を
与
え
ら
れ
、
継
承
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
希
望
的
に
言



一
七

え
ば
、
物
語
が
語
り
継
が
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
の
衰
弱
化
が
食
い
止
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
――
た
と
え
ば
、

石
牟
礼
の
作
品
を
読
む
と
い
う
体
験
を
通
し
て
、
山
や
海
や
川
の
奥
深
い
命
の
響
き
に
敏
感
な
感
覚
が
眠
り
か
ら
呼
び
覚
ま
さ
れ
、
育
ま
れ
る

か
も
し
れ
な
い
と
期
待
で
き
る
よ
う
に
――
。

　

た
し
か
に
、
失
わ
れ
、
あ
る
い
は
忘
れ
去
ら
れ
た
風
景
に
も
、
回
復
の
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
シ

ャ
ー
マ
の
よ
う
な
歴
史
学
者
に
よ
っ
て
、
忘
却
の
闇
の
中
か
ら
掘
り
起
こ
さ
れ
た
風
景
の
よ
う
に
。
あ
る
い
は
ま
た
、
掘
り
起
こ
し
、
顕
在
化

さ
せ
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
顧
み
ら
れ
ず
忘
れ
ら
れ
た
意
味
を
発
見
し
、
美
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
守
ら
れ
る
風
景
も

あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
風
景
画
家
カ
ン
ス
タ
ブ
ル
の
よ
う
に
、
歴
史
的
な
事
件
の
記
憶
も
目
立
つ
建
造
物
も
山
も

な
い
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
田
舎
に
あ
る
自
分
の
故
郷
の
あ
り
ふ
れ
た
風
景
を
描
き
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
世
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
こ
こ
ろ

の
中
に
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
田
舎
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
定
着
さ
せ
、
そ
の
よ
う
な
田
園
風
景
へ
の
美
的
な
感
受
性
ば
か
り
で
な
く
、
ノ
ス
タ
ル
ジ

ッ
ク
な
愛
着
を
養
っ
た
よ
う
に
。６

　

人
間
の
手
に
よ
る
計
画
的
な
、あ
る
い
は
予
期
し
な
い
自
然
の
猛
威
に
よ
る
風
景
の
破
壊
が
加
速
度
を
増
す
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
こ
そ
、

人
と
空
間
（
土
地
）
と
の
親
密
な
経
験
の
記
憶
が
蓄
積
さ
れ
た
豊
か
な
場
所
と
し
て
の
故
郷
の
大
切
さ
と
そ
れ
を
失
う
こ
と
の
大
き
さ
を
、
あ

ら
た
め
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
長
い
文
明
の
歴
史
を
経
た
わ
れ
わ
れ
の
、
生
物
種
と
し
て
ま
た
個
人
と
し
て
の
存

在
の
基
盤
で
あ
る
場
所
と
そ
の
経
験
の
記
憶
が
、
目
で
見
、
手
で
触
れ
、
に
お
い
を
嗅
ぎ
、
声
を
聴
く
こ
と
の
で
き
る
確
か
な
も
の
と
し
て
わ

れ
わ
れ
の
前
に
ふ
た
た
び
現
前
す
る
た
め
に
。



一
八

〈
注
〉

１　

「
風
景
」
を
意
味
す
る
言
葉
、“landscape

”（“landskip

”、“landschap

”
等
を
含
め
て
）
が
英
語
に
登
場
す
る
の
は
、
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀

初
め
に
か
け
て
で
あ
り
、O

E
D

に
よ
る
と
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
絵
画
の
用
語
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
ま
た
風
景
そ
の
も
の
が
絵
画
の
主
題
と
し
て
一
般
の
人
々

に
愛
好
さ
れ
確
固
と
し
た
地
位
を
獲
得
す
る
の
は
、
よ
う
や
く
十
九
世
紀
に
入
っ
て
後
の
こ
と
で
あ
る
（Clark 147

参
照
）。

２　

こ
の
ト
ゥ
ア
ン
の
「
空
間
」
と
「
場
所
」
の
理
論
は
、
ア
プ
ル
ト
ン
の
「
眺
望
―
隠
れ
場
理
論
」（prospect-refuge theory

） （A
ppleton 66

）
と
も
符

合
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
プ
ル
ト
ン
の
場
合
は
、
生
物
行
動
学
的
な
観
点
か
ら
「
眺
望
」
と
「
隠
れ
場
」
す
な
わ
ち
「
自
分
の
姿
を
見
せ
ず
に
相
手
を

み
る
こ
と｣

と
い
う
二
つ
の
対
照
的
な
要
素
に
お
い
て
、
風
景
に
対
す
る
人
間
の
感
情
を
論
じ
て
い
る
。

３　

結
城
氏
も
、『
天
湖
』
に
つ
い
て
「
石
牟
礼
氏
に
は
め
ず
ら
し
い
ほ
ど
の
説
明
的
な
明
瞭
さ
で
、
音
の
世
界
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
」
と
批
評
す
る
。（
結

城
一
一
二
）
た
し
か
に
結
城
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
都
市
と
自
然
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
対
比
を
は
じ
め
、
こ
の
作
品
で
は
物
語

の
地
の
語
り
に
も
石
牟
礼
氏
の
解
説
的
な
声
が
随
所
で
や
や
く
ど
い
ほ
ど
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

４　

結
城
氏
も
、『
天
湖
』
を
聴
覚
的
世
界
へ
の
作
者
の
関
心
を
示
す
、「
耳
の
修
復
」
の
物
語
と
し
て
読
み
解
い
て
い
る
。（
結
城
一
一
一
―

一
一
九
参
照
）
ま
た
、

ブ
ル
ー
ス
・
ア
レ
ン
氏
は
、「
精
度
の
高
い
聴
覚
」
の
世
界
へ
誘
う
こ
の
物
語
に
、
原
初
的
な
言
葉
と
音
と
の
関
係
、
つ
ま
り
「
言
霊
」
へ
の
石
牟
礼
の
関
心

と
そ
の
回
復
の
願
望
を
指
摘
し
て
い
る
。（
ア
レ
ン
二
八
七
―

八
）
た
だ
し
『
天
湖
』
の
最
も
核
心
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
石
牟
礼
自
身
が
書
い
て
い
る
よ

う
に
「
水
」
を
あ
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
。（「『
天
湖
』
に
つ
い
て
」
三
六
四
）
そ
れ
は
一
方
で
は
、
水
俣
の
水
銀
に
汚
染
さ
れ
ヘ
ド
ロ
の
た
ま
っ
た
海
と
同
じ
、

村
を
覆
う
腐
り
か
け
た
ダ
ム
湖
の
水
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
天
底
村
を
流
れ
て
い
た
清
い
命
の
水
の
流
れ
で
あ
り
、
そ
の
水
の
道
を
守
る
巫
女
「
さ
ゆ
り
」

を
は
じ
め
、
小
説
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
水
に
関
わ
る
イ
メ
ー
ジ
や
物
語
が
配
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
を
語
れ
な
い
巫
女
の
さ
ゆ
り
を
め
ぐ
る
過
去
と
現
在
の
物

語
は
、
こ
の
小
説
の
展
開
の
要
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
生
命
の
始
原
と
し
て
の
水
の
命
、
こ
の
世
の
森
羅
万
象
を
め
ぐ
る
水
の
音
に
気
づ

く
だ
け
の
感
覚
の
鋭
敏
さ
の
象
徴
と
し
て
、「
耳
の
修
復
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
天
底
村
で
行
き
倒
れ
た
さ
ゆ
り
の

母
親
の
出
身
地
が
「
耳
川
」
と
い
う
設
定
も
周
到
で
あ
る
。
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５　
「
場
所
」
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
考
察
を
行
っ
た
地
理
学
者
レ
ル
フ
も
ま
た
、
場
所
と
は
「
個
人
の
ま
た
共
同
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
重
要
な
源
で

あ
り
、
し
ば
し
ば
ひ
と
が
感
情
的
で
心
理
的
な
深
い
結
び
つ
き
を
持
つ
、
人
間
存
在
の
奥
深
い
中
心
で
あ
る
」（Relph 141

）
と
論
じ
て
い
る
。

６　

サ
フ
ォ
ー
ク
州
の
片
隅
のJohn Constable

（1776-1837

）
の
故
郷
は
、
現
在
で
は‟

Constable Country „

と
し
て
イ
ギ
リ
ス
人
に
親
し
ま
れ
、「
イ

ギ
リ
ス
文
化
の
根
源
的
メ
タ
フ
ァ
ー
」（B

ishop 1

）
と
ま
で
呼
ば
れ
る
。
生
涯
に
わ
た
っ
て
カ
ン
ス
タ
ブ
ル
が
い
か
に
故
郷
で
の
子
供
時
代
の
（
視
覚
だ
け

で
な
く
む
し
ろ
触
覚
的
な
経
験
を
多
く
含
む
）
記
憶
を
大
切
な
も
の
と
自
覚
し
、
あ
り
ふ
れ
た
故
郷
の
「
み
ず
み
ず
し
い
」
風
景
を
描
こ
う
と
腐
心
し
続
け

た
か
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
風
景
の
中
へ
―
カ
ン
ス
タ
ブ
ル
に
お
け
る
自
然
の
表
象
」（『
近
代
』
九
七
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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Landscape as Experience of Space: From Yi-Fu Tuan to Michiko Ishimure
Rie MATSUYA

　　“Landscape” is an idea which presupposes a viewer standing in front of, therefore 
outside, a space to see it as a picture.  Thus landscape is thought to be a way of 
experiencing space exclusively by sight, with aesthetic judgment and evaluation on it.  
However, our real experiences of space cannot be confined to sight; rather, its depth 
and width are also created by other senses like smell, touch and hearing, which would 
certainly make our experiences more intimate ones.
　　“Intimate experiences” of place, as Yi-Fu Tuan puts it, “lie buried in our innermost 
being so that not only do we lack the words to give them form but often we are not 
even aware of them.”（136）But Tuan finds that those deep, though subtle, experiences 
can be given their clear images by “the imagination of perceptive writers.”（148）I 
would like to call such spatial images evoked for our contemplation “landscapes,” 
and we can find exquisite examples of such landscape images abound in Michiko 
Ishimure’s literary works in Japanese.  In this paper, I would like to explore the 
meanings of landscapes through examining Ishimure’s images, based on Yi-Fu Tuan’s 
arguments on “intimate experiences of place” and “attachment to homeland.” 
　　Lake of Heaven（1997）by Ishimure can be read as a story of a young man who, 
visiting his late grandfather’s home-village which is now sunk behind a dam, experiences 
a rebirth of his senses, guided by the celestial songs of an elderly woman and her 
daughter sung for gods of their lost village.  He is gradually introduced to the stories of 
the former villagers’ intimate experiences of the place recalled from their memories and 
dreams.  Their yearning for their homeland is so strong that they often return there in 
their dreams.  Homeland is a place where memories of our ancestors as well as of our 
own are stored in layers.  And attachment to it “may come simply with familiarity and 
ease, with assurance of nurture and security, with the memory of sounds and smells, of 
communal activities and homely pleasures accumulated over time.”（Tuan 159）If such 
a memory can revive in images like a tree, a mountain, a bridge over a river and fields, 
along with people or gods roaming around them, that would make a landscape of our 
innermost soul.
　　Today we live in an age of destruction of landscapes in a biblical scale: it is caused 
not only by the catastrophic disaster of earthquakes and tsunamis but also by deliberate 
plans of construction for economic development, or just by our everyday living.  In this 
increasingly oblivious world, to ask what the landscape really means or how deep in our 
souls the loss of the landscape affects us would be more than ever important to us.

Keywords: Landscape, Michiko Ishimure, Yi-Fu Tuan, Experience of space, Japanese 
modern literature

キーワード：風景、石牟礼道子、イーフー・トゥアン、空間の経験、現代日本文学


