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す
。
絵
に
描
い
た
よ
う
な
廃
墟
だ
ら
け
の

不
気
味
な
廃
村
（
放
棄
さ
れ
た
村
）
は
、
む

し
ろ
少
数
派
と
い
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま

す
。人

口
が
減
っ
て
い
く
中
で
は
、
あ
る
程

度
の
無
住
化
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
別

に
悪
い
こ
と
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
「
無
住
化
」「
撤
退
」
と
い
っ
た

話
は
、
後
ろ
向
き
だ
と
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、「
住
み
続
け
た
い

人
が
い
る
」
と
い
う
理
由
で
そ
の
種
の
議

論
を
タ
ブ
ー
に
す
る
の
は
上
策
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
タ
ブ
ー
に
し
た
と
こ
ろ
で
状
況

が
よ
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
何

よ
り
、
無
為
無
策
の
ま
ま
無
住
化
し
た
と

き
の
ダ
メ
ー
ジ
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
か

ら
で
す
。

ま
ず
は
あ
ら
ゆ
る
選
択
肢
を
議
題
の
テ

ー
ブ
ル
に
の
せ
、
そ
の
う
え
で
住
民
た
ち

が
ど
う
考
え
る
の
か
を
話
し
合
う
。
そ
う

い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。

思
い
ま
す
。

無
住
化
の
議
論
を
タ
ブ
ー
に
し
な
い

│
│
過
疎
の
村
で
は
今
、
何
が
起
こ
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

実
は
、
過
疎
化
や
無
住
化
（
集
落
一
帯

の
居
住
者
が
ゼ
ロ
に
な
る
こ
と
）
は
、
か
な
り

前
か
ら
進
ん
で
い
ま
す
。
山
間
地
で
二
〇

一
〇
年
以
降
に
無
住
化
し
た
集
落
の
数
は

七
十
九
、
そ
の
う
ち
六
十
九
が
自
然
消
滅
、

と
い
う
国
交
省
・
総
務
省
の
調
査
が
あ
り

ま
す
。

無
住
集
落
と
い
え
ば
、
廃
墟
だ
ら
け
の

無
残
な
姿
を
想
像
す
る
と
思
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
誤
解
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う

な
集
落
は
珍
し
い
の
で
す
。
土
地
は
手
放

さ
ず
に
定
期
的
に
訪
れ
て
草
刈
り
を
し
て
、

ま
る
で
人
が
生
活
し
て
い
る
よ
う
な
無
住

集
落
も
あ
れ
ば
、
ま
っ
た
く
人
が
入
ら
ず

森
林
に
変
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

東
ア
ジ
ア
で
も
急
速
な
人
口
減
少
が
始
ま

り
ま
す
。
山
間
地
の
研
究
を
世
界
へ
発
信

す
る
と
い
う
意
味
で
も
大
き
な
役
割
が
あ

り
ま
す
。

「
山
間
地
の
集
落
」
と
い
っ
て
も
内
実
は

多
様
で
す
。
千
人
を
超
え
る
よ
う
な
大
集

落
も
あ
れ
ば
、
五
人
し
か
い
な
い
集
落
も

あ
り
ま
す
。
よ
く
、
過
疎
の
村
で
地
域
お

こ
し
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
事
例
が
紹
介

さ
れ
ま
す
が
、
実
は
数
百
人
規
模
の
比
較

的
大
き
な
集
落
だ
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
背
景
を
考
慮
せ
ず
に
、「
〇
〇
地

域
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
の
な
ら
、
う
ち

で
も
同
じ
こ
と
を
や
れ
ば
い
い
」
と
い
う

の
は
考
え
も
の
で
す
。

ま
た
、
山
間
地
の
小
集
落
の
世
帯
収
入

が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

大
き
な
農
村
と
い
っ
た
他
の
地
域
と
比
べ

て
も
差
は
わ
ず
か
で
す
。

こ
の
よ
う
な
前
提
を
も
と
に
、
過
疎
集

落
の
現
状
に
つ
い
て
、
お
話
し
し
た
い
と

と
は
深
い
意
味
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
人
口
が
増
え
て
社
会
が
膨
張

し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
縮
小
の

時
代
に
入
り
ま
す
。
山
間
地
で
起
き
て
い

る
こ
と
が
、
数
十
年
後
に
は
平
地
の
村
や

町
、
さ
ら
に
は
都
市
近
郊
で
も
起
こ
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
山
間
地
の
今
を
考
え

る
の
は
、
将
来
の
平
地
の
町
を
考
え
る
こ

と
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
い

う
と
、
こ
れ
か
ら
は
日
本
に
と
ど
ま
ら
ず
、

余
裕
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
、
あ
る
意
味
、

贅
沢
な
選
択
肢
と
も
言
え
ま
す
。
し
か
し

今
、
そ
れ
が
ど
こ
で
も
選
択
で
き
る
か
と

な
る
と
、
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

│
│
日
々
、
状
況
は
変
化
し
て
い
る
の
で

す
ね
。

は
い
。
私
は
村
づ
く
り
を
農
村
側
か
ら

と
ら
え
る
研
究
、
農
村
計
画
学
が
専
門
で

す
。
人
口
減
少
時
代
で
は
、
農
村
・
山
村

と
い
っ
た
山
間
の
過
疎
地
を
研
究
す
る
こ

人
口
減
少
時
代
の
未
来
を
考
え
る

│
│
十
年
ほ
ど
前
に
『
撤
退
の
農
村
計

画
』
と
い
う
本
を
出
版
さ
れ
ま
し
た
ね
。

当
時
は
撤
退
と
い
う
言
葉
の
イ
ン
パ
ク

ト
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
も
そ

も
撤
退
と
い
う
言
葉
は
、
一
度
引
い
て
力

を
温
存
し
、
攻
め
る
準
備
を
し
て
待
つ
と

い
う
意
味
で
、
敗
北
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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「
拡
大
路
線
」 と
い
う
時
代
は
終
焉
を
迎
え
つ
つ
あ
る
。

け
れ
ど
も
、 日
本
が
縮
小
し
て
も
、 そ
れ
な
り
に
幸
せ
に
、 豊
か
に
暮
ら
し
て
い
く
方
法
も
あ
る
は
ず
。

人
口
減
少
時
代
を
、 農
村
側
か
ら
見
た
ら
、 ど
ん
な
近
未
来
が
描
け
る
の
か
？

農
村
計
画
学
の
林
直
樹
さ
ん
に
聞
い
て
み
た
。

農
村
か
ら
人
口
減
少
時
代
を
考
え
る

「
建
設
的
」 

な
日
本
の
縮
小
の
姿
と
は
？


