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│

あ
の
、
高
山
病
の
よ
う
な
、一
種
の
美
術
館
病
を
覚
え
る
に
は
、

ど
こ
で
も
傑
作
が
大
量
に
集
め
ら
れ
た
場
所
に
入
り
さ
え
す
れ

ば
よ
い
。

 
ブ
ラ
ン
シ
ョ「
美
術
館
病
」

│0 

は
じ
め
に

│ミ
シ
ェル・フ
ー
コ
ー
は
一
九
六
四
年
、「
幻
想
の
図
書
館
」に
お
い
て
、

一
九
世
紀
に
確
立
さ
れ
た
図
書
館
と
い
う
知
の
装
置
が
文
学
そ
の

も
の
の
あ
り
よ
う
を
変
貌
さ
せ
た
こ
と
を
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
著
作
を

通
し
て
示
し
て
み
せ
た
。
そ
の
な
か
で
彼
は
、フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
と
図
書

館
の
関
係
を
マ
ネ
と
美
術
館
の
関
係
に
準
え
、マ
ネ
に
よって
最
初
の

「『
美
術
館
用
』絵
画
」﹇
一
﹈が
誕
生
し
た
と
述
べ
て
い
る
。「『
美
術

館
用
』絵
画
」と
は
、
現
実
や
物
語
な
ど
の
主
題
よ
り
も
過
去
の
絵

画
に
依
拠
し
て
描
か
れ
た
絵
画
、言
い
換
え
れ
ば
、過
去
の
作
品
の

ア
ル
シ
ー
ヴ
と
し
て
の
潜
在
的
な〈
美
術
館
〉の
存
在
を
前
提
と
し
、

作
品
同
士
の
関
係
性
の
う
ち
に
存
在
す
る
絵
画
の
こ
と
で
あ
る
。

マ
ネ
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
芸
術
の
自
律
を
想
像
上
の〈
美
術

館
〉と
い
う
形
象
に
結
び
つ
け
た
の
は
フ
ー
コ
ー
が
最
初
で
は
な
い
。

一
九
四
七
年
か
ら
一
九
五
〇
年
に
か
け
て
、ア
ン
ド
レ・マ
ル
ロ
ー
は

『
芸
術
の
心
理
学
』と
題
さ
れ
た
三
巻
か
ら
成
る
大
型
の
美
術
書

を
刊
行
し
た
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、第
一
巻
で
提
起
さ
れ
た
独
自

の
理
念
に
基
づ
い
て
、カ
ラ
ー
の
写
真
複
製
図
版
を
多
数
収
載
し

て
い
る
。
独
自
の
理
念
と
は
す
な
わ
ち
、
第
一
巻
の
表
題
で
も
あ
る

「
想
像
の
美
術
館
」で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
マ
ル
ロ
ー
は
、マ
ネ
に

よ
って
切
り
拓
か
れ
た
近
代
芸
術
は
過
去
に
創
造
さ
れ
た
世
界
中

の
芸
術
作
品
を「
迎
え
入
れ
、
秩
序
づ
け
、
変
貌
さ
せ
る
」﹇
二
﹈と
考

え
、
そ
の
体
系
に「
想
像
の
美
術
館
」と
い
う
名
を
与
え
た
。
そ
し

て
そ
れ
は
、世
界
各
地
に
散
ら
ば
る
多
種
多
様
な
芸
術
作
品
を
写

真
複
製
に
よ
っ
て
一
望
の
も
と
に
収
め
る
こ
と
の
で
き
る
書
物
と
し

て
思
い
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。「
想
像
の
美
術
館
」と
は
、し
た
が
っ

て
、
複
製
技
術
の
可
能
性
を
最
大
限
ま
で
推
し
進
め
た
と
こ
ろ
に

仮
定
的
に
見
出
さ
れ
る
は
ず
の
、
世
界
中
の
作
品
を
収
蔵
し
た
、

理
念
と
し
て
の〈
美
術
館
〉の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
理
念
を
め
ぐ
って
は
さ
ま
ざ
ま
な
批
評
が
湧
出
し
た
が
、そ
の

な
か
に
文
芸
批
評
家
モ
ー
リ
ス・ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
そ
れ
も
あ
っ
た
。
ブ

ラ
ン
シ
ョ
は
、一
九
五
〇
年
に『
芸
術
の
心
理
学
』三
部
作
が
完
結
す

る
や
、長
文
書
評「〈
美
術
館
〉、〈
芸
術
〉、〈
時
間
〉」を
寄
せ
、さ
ら
に

一
九
五
七
年
に
も
、ジ
ョル
ジ
ュ・デ
ュテ
ュ
イ
に
よ
る
マ
ル
ロ
ー
批
判
の

刊
行
を
機
に
、「
美
術
館
病
」と
い
う
奇
妙
な
表
題
の
論
考
を
発
表

し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
美
術
館
論
と
し
て
読
め
る﹇
三
﹈こ
の
二
篇
の

論
考
を
読
解
し
、マ
ル
ロ
ー
と
ブ
ラ
ン
シ
ョの
芸
術
観
の
相
違
を
探
り

つ
つ
、ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
言
う「
美
術
館
病
」が
芸
術
作
品
と
い
か
な
る

関
係
を
切
り
結
ん
で
い
る
の
か
を
問
う
。
以
下
で
は
ま
ず
、マ
ル
ロ
ー

の「
想
像
の
美
術
館
」理
念
の
特
徴
を
把
握
し
、
次
に
、
そ
の
対
極

に
あ
る
反
美
術
館
の
思
想
を
整
理
す
る
。
そ
の
う
え
で
最
後
に
、

両
者
の
い
ず
れ
に
も
与
し
な
い
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
論
考
を
分
析
す
る
。

焦
点
と
な
る
の
は
、芸
術
作
品
の
時
間
性
、し
か
し
、ア
ナ
ク
ロニッ

ク
な
時
間
性
で
あ
る
。二
種
類
の
ア
ナ
ク
ロニス
ム
が
描
き
出
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

│1 

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
ム
（1）

│

マ
ル
ロ
ー
：
反
美
術
史
と
し
て
の
「
想
像
の
美
術
館
」

│マ
ル
ロ
ー
の
構
想
の
革
新
性
を
知
る
た
め
に
、当
時
の
受
容
を
概
観

す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。『
芸
術
の
心
理
学
』は
、三
部
作
の
第
一

巻『
想
像
の
美
術
館
』が
一
九
四
七
年
末
に
刊
行
さ
れ
る
や
大
変
な

評
判
を
呼
ん
だ
。
続
い
て
第
二
巻（
一
九
四
九
）、第
三
巻（
一
九
五
〇
）が

刊
行
さ
れ
る
と
す
ぐ
さ
ま
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、国
内
で
は
ア
ル

ベ
ー
ル・ベ
ガ
ン
、ガ
エ
タ
ン・ピ
コ
ン
と
いっ
た
錚
々
た
る
文
芸
批
評
家
が

好
意
的
な
書
評
を
寄
せ
た
。一
九
五
〇
年
一
二
月
か
ら
五
一
年
一
月

美
術
館
病
、あ
る
い
は
展
示
価
値
の
ア
ウ
ラ
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