
庄
野
潤
三
の
家
族
小
説

－
一
九
六
〇
年
代
を
中
心
に

か
つ
て
江
藤
淳
は
、
『
成
熟
と
喪
失
』
の
中
で
『
夕
べ
の
雲
』
二
九
六
四
・

（1）

九
～
一
九
六
五
・
二
　
は
「
治
者
の
文
学
」
　
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。
主
人
公
の

大
浦
は
、
風
よ
け
の
な
い
丘
の
上
に
ぽ
つ
ん
と
建
て
ら
れ
た
家
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
な
、
「
孤
立
し
露
出
さ
せ
ら
れ
た
」
家
族
を
、
い
わ
ば
「
不
審
番
」
　
の
役

R
口
を
自
覚
し
っ
つ
守
っ
て
い
る
「
治
者
」
　
で
あ
る
、
と
。
周
囲
の
大
風
に
さ
ら

さ
れ
て
い
る
大
酒
の
家
が
、
寄
る
辺
の
な
い
「
恐
れ
と
怯
え
」
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
不
安
と
恐
怖
に
耐
え
て
家
族
を
守
ろ

う
と
す
る
大
浦
の
よ
う
な
存
在
を
、
「
治
者
」
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
か
。
大
浦
が

「
父
」
　
の
役
目
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
し

か
し
、
「
父
性
」
を
持
つ
者
が
即
ち
「
治
者
」
　
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
ま
た
、
外
部
に
抗
し
て
立
っ
て
い
る
者
も
、
必
ず
し
も
「
治
者
」
と
は
限

ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
治
者
」
と
は
、
内
部
を
「
治
め
る
」
者
の
こ
と
で
あ
る
。
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治

大
浦
は
、
家
族
を
け
っ
し
て
「
治
め
」
　
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
逆
に
大
浦

は
家
族
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
家
族
に
よ
っ
て
安
定
を
得
て
い
る
と
も
い
え
る
。

ま
た
『
夕
べ
の
雲
』
で
は
子
供
の
存
在
が
大
き
な
比
重
を
持
っ
て
描
か
れ
て

い
る
が
、
江
藤
淳
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
崩
壊
し

た
「
母
」
　
な
る
も
の
を
担
っ
て
い
る
存
在
と
し
て
の
長
女
の
晴
子
に
つ
い
て
の

言
及
は
あ
る
も
の
の
、
他
の
子
供
達
に
つ
い
て
や
、
さ
ら
に
は
父
と
子
供
達
と

の
関
係
に
つ
い
て
も
、
江
藤
淳
は
論
じ
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
も
し
、
「
治

者
」
と
い
う
こ
と
を
い
う
の
な
ら
は
、
「
治
め
る
者
」
と
し
て
の
父
と
「
治
め

ら
れ
る
老
」
と
し
て
の
子
供
達
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
及
が
あ
っ
て
当
然
と

思
わ
れ
る
の
だ
が
。
と
も
か
く
も
、
『
夕
べ
の
雲
』
を
「
治
者
の
文
学
」
と
し
て

読
も
う
と
す
る
江
藤
淳
の
読
み
は
、
「
治
者
」
な
る
者
の
存
在
を
正
当
化
し
よ
う

と
す
る
、
言
其
の
本
来
の
意
味
で
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
な
読
み
と
い
え
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
読
み
と
は
異
な
っ
て
、
大
浦
を
「
常
民
」
と
し
て
捉
え
た
亀
井

（2】

秀
雄
の
読
み
の
ほ
う
が
、
む
し
ろ
作
品
の
内
実
に
即
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
、
「
常
民
」
　
の
概
念
は
共
同
体
の
存
立
と
相
即
で
あ
る
は
ず
で
、
『
夕
べ

の
雲
』
は
、
そ
の
共
同
体
が
ほ
ぼ
完
全
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
時
代
の
一
家
族

を
描
い
た
小
説
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
常
民
」
と
い
う
捉
え
方
l
こ
も
留

保
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
亀
井
秀
雄
は
、
「
こ
の
欲
望

ア
ナ
ー
キ
ー
の
時
代
に
あ
っ
て
、
『
足
る
』
こ
と
を
知
っ
た
稀
有
な
『
常
民
』
の
姿

を
描
い
た
作
品
」
と
述
べ
て
い
て
、
大
浦
が
「
常
民
」
　
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
例
外
的
な
存
在
と
し
て
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
大
浦
は
「
常
民
」
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
共
同
体
が

崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
時
代
に
寄
る
辺
の
な
さ
を
感
じ
て
い
る
、
孤
立
し
た
都
市

移
住
者
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
目
を
向
け
る
と
、
「
治
者
」
　
云
々

は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
大
浦
の
中
に
あ
る
「
怯
え
の
感
覚
」
を
指
摘
し
た
江

藤
涼
の
論
に
、
あ
く
ま
で
そ
の
指
摘
に
関
し
て
の
み
同
意
し
た
い
。
要
す
る
に
、

大
浦
と
は
、
「
治
者
」
的
な
存
在
で
は
な
く
、
い
う
と
す
れ
ば
「
常
民
」
的
存

在
だ
が
、
し
か
し
、
も
は
や
「
常
民
」
概
念
が
実
体
を
指
す
も
の
と
し
て
は
成

り
立
た
な
く
な
っ
た
時
代
の
「
庶
民
」
　
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
『
夕
べ
の
雲
』
を
代
表
と
す
る
一
九
六
〇
年

代
の
庄
野
潤
三
の
小
説
は
、
当
時
の
時
代
相
を
お
も
に
家
族
、
家
庭
の
場
を
通

し
て
よ
く
写
し
取
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
こ
で
提
出
さ

れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
が
、
さ
ら
に
今
日
の

観
点
か
ら
は
そ
れ
ら
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
も
、
最
後
に
言
及
し
て
み
た
い
。
ま
ず
は
庄
野
文
学
の
特
質
に
つ
い
て
見

て
お
く
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

二

庄
野
潤
三
は
、
若
い
頃
か
ら
す
で
に
自
分
の
文
学
の
方
向
を
掴
ん
で
い
た
と

思
わ
れ
る
。
人
と
の
交
わ
り
が
日
常
生
活
の
中
で
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
た
も
の
、

そ
れ
が
人
生
で
あ
り
、
そ
の
記
銀
が
文
学
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
九

州
大
学
時
代
の
日
記
を
も
と
に
し
た
小
説
『
前
途
』
二
九
六
八
・
八
）
　
の
中

で
、
主
人
公
の
述
懐
と
し
て
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

僕
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
云
っ
た
。
結
局
、
青
春
と
い
う
の
は
、
遠
い
と

こ
ろ
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
こ
う
し
た
地
味
な
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は

小
さ
彗
取
り
立
て
て
い
う
こ
と
も
な
い
よ
う
な
友
人
と
の
交
わ
り
の
日
々

の
こ
と
だ
と
思
う
。
女
の
人
と
の
恋
愛
が
な
い
か
ら
、
自
分
の
青
春
は
空

し
い
と
す
る
者
は
、
た
と
え
意
中
の
ひ
と
を
得
た
と
し
て
も
、
そ
の
青
春

（3）

は
や
は
り
空
し
い
も
の
だ
ろ
う
と
。

こ
の
中
の
「
青
春
」
と
い
う
言
葉
を
「
人
生
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
れ

ば
、
こ
の
述
懐
は
、
庄
野
潤
三
の
そ
の
後
の
文
学
を
先
取
り
的
に
暗
示
し
て
い

る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
『
前
途
』
が
当
時
の
日
記
を
も
と
に
し
て
い
る
と

い
っ
て
も
、
『
静
物
』
二
九
六
〇
・
六
）
　
や
『
夕
べ
の
雲
』
な
ど
を
経
て
き
た

庄
野
潤
三
の
考
え
が
投
影
し
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
多
分
、
庄
野
潤
三
は
若
い
時
か
ら
そ
の
よ
う
に
人
生
を
捉
え
て
い
た
と

察
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
彼
の
い
わ
ば
生
得
的
な
資
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質
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
日
々
の
、
項
末
と
い
え
ば
璃
末
な
生
活

の
一
酌
一
駒
、
そ
の
中
で
の
人
と
の
交
わ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
人
生
の
意
味
が
あ

る
と
い
う
考
え
方
は
、
い
わ
ば
大
き
な
観
念
（
あ
る
い
は
、
リ
オ
タ
ー
ル
風
に

い
え
ば
大
き
な
物
語
）
　
に
憑
か
れ
な
い
あ
り
方
と
も
い
え
る
。
「
遠
い
と
こ
ろ
」

に
で
は
な
く
、
日
々
の
身
近
な
営
み
に
日
を
向
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
あ
り
方
を
、
か
つ
て
の
吉
本
隆
明
な
ら
ば
「
大
衆
の
原
像
」
と
呼

ぶ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
大
衆
的
、
あ
る
い
は
庶
民
的
な
あ
り
方

に
は
正
負
の
両
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
正
の
面
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
大

き
な
観
念
に
憑
か
れ
た
淫
わ
つ
い
た
知
識
人
に
対
し
て
批
評
的
な
存
在
で
あ
り

え
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
負
の
面
は
、
た
と
え
ば
『
前
途
』
　
で
い
え
ば
、
主
人

公
は
一
二
月
八
日
に
久
住
山
の
雪
を
け
っ
て
下
山
し
、
途
中
で
宮
城
を
揺
拝
す

る
が
、
そ
の
一
方
で
、
ド
イ
ツ
語
の
授
業
の
た
び
に
教
師
に
よ
っ
て
宮
城
揺
拝

さ
せ
ら
れ
る
の
を
苦
痛
に
感
じ
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
庄
野
潤
三
の
世
代
に
、
戦
時
下
に
お
い
て
軍
国
主
義
に
対
し
て

批
判
的
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
無
理
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
い
っ

た
い
主
人
公
は
軍
国
的
な
の
か
反
軍
国
的
な
の
か
、
少
々
理
解
に
苦
し
む
と
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
の
少
し
ば
か
り
不
可
解
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
坂
田
寛

（4）

夫
も
触
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
こ
そ
大
衆
的
、
庶
民
的

な
あ
り
方
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
大
き
な
観
念
や
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
陶
酔
し
た
り
熱
狂
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
が
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
別
段
そ
れ
に
批
判
的
で
あ
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
に
対
し
て

従
順
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、
日
常
の
生
活
感
覚
に
違
和
を
感
じ
さ
せ

た
り
抵
抗
感
を
持
た
せ
た
り
し
な
い
限
り
、
大
き
な
観
念
に
対
し
て
も
、
真
に

熱
狂
し
な
い
が
従
順
な
わ
け
で
あ
る
。
庄
野
潤
三
の
生
得
的
と
思
わ
れ
る
資
質

は
、
こ
の
よ
う
な
大
衆
的
な
あ
り
方
に
通
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
し
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
で
人
生
を
生
き
て
い
く
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

人
生
は
、
一
つ
の
観
念
や
そ
の
観
念
に
ま
つ
わ
る
感
情
な
り
が
い
わ
ば
モ
チ
ー

フ
と
な
っ
て
、
そ
の
人
の
人
生
を
ひ
っ
ぼ
っ
て
い
く
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
は
、

あ
ま
り
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
小
説
の
問
題
に
田
き
換
え
て
考
え
て
み
る

と
、
こ
う
い
う
人
生
の
あ
り
方
を
小
説
化
し
た
場
合
、
大
き
な
観
念
（
あ
る
い
は

そ
れ
に
ま
つ
わ
る
感
情
）
と
そ
の
人
の
人
生
上
の
具
体
的
な
出
来
事
と
の
首
藤
、

調
和
な
ど
を
め
ぐ
る
関
係
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
、
主
題
に
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
実
際
、
庄
野
潤
三
の
小
説
に
は
、
そ
の
よ
う
な
主
題
は
な
い
。
も
ち
ろ

ん
、
『
流
れ
藻
』
二
九
六
六
・
一
〇
）
　
の
主
人
公
の
よ
う
に
、
商
売
を
成
功
さ

せ
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
、
そ
れ
が
彼
の
人
生
を
導
い
て
い
く
の
だ
が
、
し

か
し
、
そ
の
思
い
は
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
観
念
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
え
は
、
大
き
な
観
念
に
領
導
さ
れ
な
い
人
生
は
、
（
偶
然
）
性
に

よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
人
生
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
当

人
に
は
人
生
が
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ

ん
、
自
ら
抱
懐
す
る
観
念
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
よ
う
な
人
間
で
も
、
そ
の
人

生
が
（
偶
然
）
性
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
た
だ
、

そ
の
場
合
、
た
と
え
左
右
さ
れ
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
人
生
の
軌
道
修
正
を
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迫
る
よ
う
な
（
偶
然
）
的
な
出
来
事
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
し
て
も
、
当
人
は
そ
れ

ら
の
出
来
事
や
体
験
を
観
念
の
な
か
に
回
収
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
意
味
付
け
、
そ
の
中
に
位
置
付
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
は
逆
に
、
そ
う
い
う
大
き
な
観
念
が
な
い
な
ら
は
、
そ
の
人
生
に
は

（
偶
然
）
性
と
い
う
も
の
が
ど
う
し
て
も
前
景
化
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
少
な

く
と
も
当
人
に
は
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
『
流
れ
藻
』
　
の
主

人
公
夫
婦
は
、
次
の
よ
う
な
感
慨
を
も
ら
し
て
い
る
。

「
全
く
う
な
ぎ
巨
を
や
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
な
」

近
雄
は
四
カ
月
前
に
こ
の
店
を
始
め
た
時
に
い
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
を

い
っ
て
い
る
。

二
人
が
一
緒
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
た
ま
に
こ
の
日
の
こ
と

が
話
に
出
る
と
、
照
代
は
「
あ
の
時
、
私
た
ち
が
本
八
幡
の
駅
の
前
で
会

わ
な
か
っ
た
ら
、
結
婚
し
て
い
な
か
っ
た
わ
ね
。
」
と
い
う
。
感
慨
深
げ

に
そ
う
い
う
。

ま
た
、
（
偶
然
）
性
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
強
烈
に
感
じ
ら
れ
る
場
合
、

逆
に
（
必
然
）
性
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
庶
民
の
感

覚
で
い
え
ば
、
そ
れ
が
八
線
）
で
あ
る
。
や
は
り
『
流
れ
藻
』
の
主
人
公
の
述

懐
部
分
で
あ
る
が
、
語
り
手
の
言
葉
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

夫
婦
に
な
る
に
は
、
何
か
き
っ
か
け
が
要
る
。
お
袋
が
死
ん
だ
が
た
め
に
、

近
雄
は
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
か
り
そ
め
に
一
緒
に
暮
ら

し
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
で
い
た
こ
の
女
で
あ
る
が
、
や
っ
ぱ
り
夫
婦
に

な
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
女
か
も
知
れ
な
い
と
。

こ
れ
ら
の
言
葉
は
対
人
関
係
に
関
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
人

生
を
（
偶
然
）
や
八
線
）
に
よ
っ
て
納
得
し
よ
う
と
す
る
主
人
公
達
に
と
っ
て

は
、
社
会
や
時
代
の
動
き
と
い
う
も
の
は
、
あ
た
か
も
自
然
条
件
の
よ
う
な
、

い
わ
ば
（
与
件
）
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
紺
野
機
業
場
』
二
九
六
九
・
九
）
　
の
主
人
公
は
、
満
州
製
糖
や
日
満
鋼
管

な
ど
の
満
州
株
が
敗
戦
で
み
な
駄
目
に
な
っ
た
と
き
、
「
爆
撃
さ
れ
た
と
思
う

て
、
諦
め
よ
う
ま
い
か
い
や
」
と
自
分
を
納
得
さ
せ
る
。
ま
た
、
物
を
買
っ
て

損
を
し
た
り
す
る
よ
う
な
と
き
に
も
、
「
ま
あ
、
爆
撃
に
会
う
て
な
く
な
っ
た

と
思
う
て
、
諦
め
よ
う
ま
い
か
い
や
」
と
い
う
ふ
う
に
思
う
。
戦
争
に
よ
る
爆

撃
は
、
あ
た
か
も
自
然
災
害
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
与
件
）
と
し
て
の
社
会
や
時
代
の
動
き
の
中
で
、
大
小
の
（
偶
然
）
に
翻

弄
さ
れ
な
が
ら
生
き
て
い
く
の
が
人
生
で
あ
り
、
そ
こ
に
喜
び
も
悲
し
み
も
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
人
生
を
描
く
小
説
の
方
法
と
し
て
、
登
場
人
物
達
に

は
前
述
し
た
よ
う
に
大
き
な
観
念
が
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
（
偶
然
）
的
な
出
来

事
は
そ
れ
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
り
回
収
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
日
々

の
出
来
事
は
断
片
の
ま
ま
提
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
断
片
の
集
積
が
彼
ら
の
生
活
で

あ
り
人
生
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
小
説
の
作
ら
れ
方
に
な
っ
て
く
る
。
庄
野
潤

三
の
小
説
が
断
片
の
集
積
体
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
（
偶
然
〉
性
が
前
景
化
さ
れ
て
意
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

別
の
観
点
か
ら
い
え
は
、
仏
や
神
の
摂
理
と
い
う
よ
う
な
超
越
的
な
も
の
に
対

し
て
の
感
覚
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
人
生
を
領
導
し
、

意
味
付
け
統
括
す
る
よ
う
な
超
越
的
な
原
理
が
な
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
『
夕
べ
の
雲
』
　
の
中
で
、
大
浦
家
で
は
貰
い
物
な
ど
を
し
た
と
き

に
は
一
旦
ピ
ア
ノ
の
上
に
置
く
習
慣
が
あ
り
、
そ
れ
は
仏
壇
に
供
え
物
を
す
る

よ
う
な
感
覚
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
て
、
宗
教
に
対
す
る
感
覚
が
ま
だ
残

浮
と
し
て
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
生
活
や

人
生
を
律
す
る
原
理
の
よ
う
な
も
の
で
は
も
は
や
な
く
な
っ
て
い
る
。
希
薄
に

な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
共
同
体
も

形
骸
化
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
『
流
れ
藻
』
　
の
主
人
公

は
村
落
出
身
者
だ
が
、
彼
の
内
面
に
は
彼
の
行
動
を
規
制
す
る
共
同
体
規
範
の

よ
う
な
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

大
き
な
観
念
や
超
越
的
な
も
の
と
は
無
縁
で
、
ま
た
共
同
体
規
範
も
な
く
な
っ
た

時
代
に
、
ひ
と
は
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
生
き
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ

ら
く
、
そ
の
中
で
人
生
に
対
す
る
思
い
を
突
き
詰
め
て
い
け
ば
、
人
生
は
無
常
で

あ
る
と
い
う
思
い
に
行
き
着
く
か
も
し
れ
な
い
。
無
常
観
と
い
う
よ
う
な
は
っ
き
り

し
た
も
の
に
行
き
着
か
な
く
て
も
、
過
ぎ
去
っ
て
い
く
時
の
流
れ
に
対
し
て
の

思
い
を
敏
感
に
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
（
今
）
　
の
時
間
や
（
今
）
　
の
幸
せ
、

そ
し
て
（
今
）
　
の
人
生
は
、
や
が
て
消
え
て
い
く
、
た
だ
単
に
消
え
て
い
く
と

い
う
思
い
で
も
あ
る
。
『
夕
べ
の
雲
』
の
大
浦
は
、
次
の
よ
う
な
思
い
を
抱
く
。

こ
の
よ
う
に
し
て
彼
等
は
ム
カ
デ
馴
れ
の
し
た
夫
婦
に
な
り
、
次
第
に

年
を
取
っ
て
行
く
。
子
供
は
み
ん
な
大
人
に
な
っ
て
、
家
に
い
な
く
な
り
、

昔
、
テ
レ
ビ
の
西
部
劇
を
み
て
い
た
時
、
知
ら
ぬ
間
に
壁
の
真
申
あ
た
り

で
ツ
イ
ス
ト
の
よ
う
な
身
振
り
を
し
て
い
た
大
ム
カ
デ
が
い
て
、
び
っ
く

り
仰
天
し
た
こ
と
も
、
と
っ
く
に
記
憶
の
彼
方
に
沈
ん
で
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
だ
ろ
う
。

「
こ
こ
に
こ
ん
な
谷
が
あ
っ
て
、
日
の
暮
れ
か
か
る
頃
に
い
つ
ま
で
も

子
供
た
ち
が
帰
ら
な
い
で
、
声
ば
か
り
聞
こ
え
て
来
た
こ
と
を
、
先
で
ど

ん
な
風
に
思
い
出
す
だ
ろ
う
か
」

す
る
と
、
彼
の
眼
の
前
で
暗
く
な
り
か
け
て
ゆ
く
谷
間
が
い
っ
た
い
現

実
の
も
の
な
の
か
、
も
う
こ
の
世
に
は
無
い
も
の
を
思
い
出
そ
う
と
し
た

時
に
彼
の
心
に
浮
ぶ
幻
の
景
色
な
の
か
、
分
か
ら
な
く
な
る
の
で
あ
っ
た
。

『
夕
べ
の
雲
』
の
基
調
を
な
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
思
い
で
あ
る
。

先
に
私
は
、
庄
野
潤
三
の
小
説
の
方
法
と
し
て
断
片
の
集
積
化
と
い
う
こ
と
を

指
摘
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
断
片
は
何
で
も
な
い
日
常
の
一
酌
一
駒
で
あ
る
こ
と

が
多
い
。
な
ぜ
そ
う
な
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
生
活
や
人
生
が
結
局
は
時

と
と
も
に
流
れ
消
え
て
い
く
こ
と
に
敏
感
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
の
断
片

の
一
つ
一
つ
が
大
切
な
も
の
、
い
と
お
し
い
も
の
と
し
て
痛
切
に
感
じ
ら
れ
て

く
る
か
ら
だ
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、
そ
れ
ら
の
断
片
を
記
録
し
書
く
時
の
庄
野
潤
三
の
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目
の
位
置
に
つ
い
て
い
え
ば
、
（
今
）
の
出
来
事
も
、
常
に
（
先
）
の
視
点
か

ら
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
（
今
）
の
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
が
す

で
に
消
え
て
し
ま
っ
た
時
点
か
ら
、
あ
る
い
は
消
え
て
な
く
な
る
予
感
と
と
も

に
容
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
引
用
し
た
、
ム
カ
デ
の
話
や
谷
間
の
場
面
も
、

そ
う
し
た
も
の
と
し
て
読
め
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
『
夕
べ
の
雲
』
　
に
は
、
長
女

の
晴
子
が
修
学
旅
行
に
出
か
け
た
時
に
、
大
浦
が
娘
の
部
屋
に
入
る
場
面
が
あ

る
が
、
そ
こ
で
の
大
浦
の
感
慨
の
持
ち
方
に
も
そ
れ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

（
略
）
　
不
思
議
な
も
の
で
晴
子
が
旅
行
に
出
か
け
た
後
は
、
ふ
だ
ん
の
部

屋
の
空
気
と
違
っ
て
い
る
。

部
屋
に
入
る
と
、
す
ぐ
に
分
る
。

ひ
と
月
も
二
月
も
い
な
い
の
で
は
な
い
。
五
日
間
の
旅
行
で
あ
る
の
に
、

出
か
け
た
日
か
ら
も
う
い
つ
も
の
部
屋
の
よ
う
で
な
く
な
る
。

「
お
か
し
な
も
ん
だ
な
」

い
つ
も
晴
子
が
学
校
へ
行
っ
て
い
る
時
も
、
部
屋
の
中
は
こ
ん
な
風
で
、

少
し
も
違
っ
て
は
い
な
い
。
（
違
う
の
は
通
学
鞄
が
床
の
上
に
置
い
て
あ

る
こ
と
だ
け
だ
。
）
　
そ
れ
で
い
て
、
は
っ
き
り
、
い
つ
も
と
空
気
が
違
う

こ
と
が
分
る
。

こ
れ
は
、
た
と
え
は
嫁
入
り
し
た
後
の
娘
の
部
屋
に
入
っ
た
父
親
の
感
慨
を
、

先
取
り
的
に
疑
似
体
験
し
て
い
る
よ
う
な
箇
所
に
も
読
め
る
。
（
今
）
の
生
活
は

や
が
て
な
く
な
る
も
の
、
（
今
）
の
幸
せ
も
い
つ
か
は
消
え
て
い
く
も
の
　
－

そ
う
い
う
思
い
か
ら
（
今
）
を
見
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
感
慨
を
持
つ
の
で
あ

る
。
『
ザ
ポ
ソ
の
花
』
二
九
五
五
・
四
～
八
）
　
に
は
、
そ
の
人
先
）
の
視
点
が

自
分
の
死
後
に
ま
で
及
ん
で
い
る
箇
所
が
あ
る
。

（
い
ず
れ
は
、
お
れ
も
あ
の
墓
の
下
に
入
る
ん
だ
な
。
（
略
）
　
そ
う
す
る

と
、
誰
か
が
や
っ
て
来
て
や
っ
ぱ
り
こ
ん
な
夏
の
夕
方
、
お
れ
の
墓
石
の

上
か
ら
バ
ケ
ツ
の
水
を
注
ぐ
ん
だ
な
）
　
（
略
）
　
す
る
と
、
何
か
愉
快
な
よ

う
な
、
笑
い
出
し
た
く
な
る
よ
う
な
、
し
か
し
そ
の
底
は
変
に
さ
び
し
い
、

妙
な
気
持
ち
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
庄
野
潤
三
は
『
ガ
ソ
ビ
ア
滞
在
記
』
二
九
五
九
・
三
）
　
の
あ
と
が

き
で
、
こ
の
本
に
滞
在
記
と
い
う
名
前
を
付
け
た
が
、
自
分
達
も
こ
の
世
の
中

に
滞
在
し
て
い
る
と
も
い
え
る
わ
け
で
、
「
自
分
の
書
く
も
の
も
願
わ
く
は
い

つ
も
滞
在
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
た
い
。
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
別
の
と
こ
ろ

で
『
ガ
ソ
ビ
ア
滞
在
記
』
に
関
連
し
て
、

『
夏
の
夜
の
夢
』
の
せ
り
ふ
で
は
な
い
が
、
舞
台
が
あ
り
、
生
き
て
い
る

人
が
あ
り
、
そ
れ
が
い
な
く
な
る
と
舞
台
が
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
て
、
静
か

に
な
る
。
ど
ん
な
に
楽
し
く
過
し
て
も
そ
れ
が
一
瞬
の
も
の
と
い
う
考
え

（5）

が
、
自
分
の
f
u
n
d
a
m
e
n
t
巴
な
t
h
O
u
g
h
t
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
も
語
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
考
え
は
、
庄
野
潤
三
の
f
u
n
d
a
m
e
n
t
巴
な

t
h
O
u
g
h
t
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
無
常
の
思
い
に
行
き

着
く
よ
う
な
t
h
O
u
g
h
t
を
持
っ
て
い
る
人
間
や
そ
の
人
生
を
、
と
も
か
く
も
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支
え
て
く
れ
る
も
の
は
、
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
大
き
な
観
念
や
超
越
的
な

も
の
に
す
が
る
こ
と
が
出
来
ず
、
共
同
体
も
崩
壊
し
た
後
に
、
人
間
が
拠
り
所
を

見
出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

庄
野
潤
三
の
小
説
は
、
そ
れ
は
家
族
で
あ
る
、
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

三

『
夕
べ
の
雲
』
に
措
か
れ
て
い
る
家
族
は
、
い
わ
ゆ
る
核
家
族
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
近
代
的
な
家
族
で
あ
る
。
核
家
族
を
、
生
活
形
態
の
上
で
他
の
親
族

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
父
母
を
中
心
と
す
る
少
人
家
族
と
捉
え
る
と
、
こ
の
よ

う
な
形
態
面
で
の
核
家
族
は
、
戦
前
に
お
い
て
も
す
で
に
全
体
の
五
割
を
超
え

（6）

て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
家
族
の
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に

共
同
体
は
介
入
し
て
い
た
よ
う
で
、
実
態
面
で
も
家
族
が
自
立
（
他
面
か
ら
い

う
と
孤
立
で
も
あ
る
が
）
　
す
る
の
は
、
共
同
体
が
崩
壊
し
、
そ
の
規
制
か
ら
家

族
が
解
放
さ
れ
た
後
、
す
な
わ
ち
完
全
に
は
、
共
同
体
の
残
淳
も
な
く
な
っ
た

戦
後
か
ら
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
部
分
的
に
は
、
産
業
化
が
進
行
し
都
市
化

が
進
む
明
治
末
年
か
ら
大
正
期
に
、
都
市
の
新
中
産
階
級
の
中
に
す
で
に
近
代

的
な
家
族
が
誕
生
し
て
い
た
。
こ
こ
で
い
う
（
近
代
家
族
）
と
は
、
落
合
恵
美

子
の
整
理
を
借
り
る
と
、
「
家
内
領
域
と
公
共
領
域
の
分
離
、
家
族
成
員
相
互

の
強
い
情
緒
的
関
係
、
子
ど
も
中
心
主
義
、
核
家
族
」
な
ど
の
特
徴
を
持
つ
家

（7）

族
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
家
族
は
、
牟
田
和
恵
も
述
べ
て
い
る
よ
う

（8）

に
「
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
大
衆
化
す
る
」
　
の
で
あ

る
。
『
夕
べ
の
雲
』
の
家
族
は
、
ま
さ
に
そ
の
一
例
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
大
捕
家
に
は
、
か
つ
て
は
封
建
退
制
の
象
徴
の
よ
う
に
い
わ

れ
た
家
父
長
権
　
－
　
た
だ
し
、
こ
れ
は
封
建
退
制
と
い
う
よ
り
も
、
家
族
国

家
観
に
も
と
づ
く
天
皇
制
を
支
え
る
た
め
に
明
治
国
家
が
創
出
し
た
も
の
で
あ

（9）

る
こ
と
が
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
　
－
　
が
な
い
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
（
最
初
に
言
及
し
た
江
藤
淳
の
論
は
、
大
浦
を
現
代
版

の
家
父
長
と
捉
え
て
い
る
、
あ
る
い
は
捉
え
た
が
っ
て
い
る
）
。
大
浦
家
で
は
、

父
で
は
な
く
子
供
が
家
族
の
中
心
な
の
で
あ
る
。
『
（
子
供
）
の
誕
生
』
の
中
で

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
は
、
お
も
に
一
六
、
一
七
世
紀
の
フ
ラ
ソ
ス
社
会
を

対
象
に
近
代
家
族
の
原
型
が
生
成
し
て
い
く
過
程
も
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
家

族
に
お
い
て
は
「
家
族
が
子
供
達
を
中
心
に
疑
縮
す
る
」
、
「
こ
の
家
族
意
識
は

（10）

ま
た
、
子
供
期
の
意
識
と
し
っ
か
り
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
庄

野
潤
三
の
家
族
小
説
も
子
供
達
が
中
心
に
な
っ
て
い
て
、
近
代
的
な
核
家
族
の

典
型
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
。
と
は
い
え
、
単
に
典
型
的
な
だ
け

で
は
な
く
、
「
子
供
期
の
意
識
」
　
に
関
し
て
は
、
庄
野
潤
三
特
有
の
思
い
入
れ

が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
『
夕
べ
の
雲
』
は
、
都
市
移
住
者
の
家
族
の
物
語
（
農
村

か
ら
で
は
な
く
、
関
西
の
大
都
市
か
ら
東
京
へ
の
移
住
で
あ
る
）
　
で
あ
り
、
寄

る
辺
の
な
い
都
市
移
住
者
が
拠
り
所
と
す
る
の
が
家
族
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
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い
る
小
説
で
あ
る
が
、
主
人
公
が
そ
の
家
族
の
中
の
何
に
と
く
に
安
ら
ぎ
を
見

出
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
子
供
の
存
在
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
夕
べ
の
雲
』
以
外
の
他
の
家
族
小
説
に
お
い
て
も
、
子
供
が
本
当
に
愛
情
を

持
っ
て
措
か
れ
て
い
る
。
も
っ
と
い
う
な
ら
、
庄
野
潤
三
は
子
供
も
む
ろ
ん
で

あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
子
供
時
代
と
い
う
も
の
を
い
と
お
し
ん
で
描
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
郡
市
化
し
た
近
代
社
会
の
荒
波
の
中
で
寄
る
辺
を
失
っ
た

人
間
に
と
っ
て
、
唯
一
安
ら
ぎ
の
時
間
を
与
え
て
も
ら
え
る
の
は
子
供
時
代

（
と
く
に
幼
年
時
代
）
　
だ
け
だ
、
と
い
う
よ
う
に
。
次
に
引
く
の
は
、
幼
い
わ

が
子
を
前
に
し
て
の
主
人
公
達
の
気
持
ち
が
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
四
郎
は
い
い
な
あ
。
学
校
へ
行
か
な
く
て
も
い
い
し
、
会
社
へ
い
か
な

く
て
も
い
l
い
し
、
一
日
中
遊
ん
で
い
れ
ば
い
い
の
だ
か
ら
な
あ
。
遊
ぶ
こ

と
が
、
仕
事
な
ん
だ
か
ら
な
。
（
略
）
　
ま
あ
、
そ
れ
も
今
の
う
ち
だ
け
だ

な
。
小
学
校
へ
行
く
よ
う
に
な
れ
は
、
あ
と
は
も
う
人
生
の
苦
労
の
連
続

だ
か
ら
な
。
考
え
て
み
れ
ば
、
一
生
の
間
で
、
何
の
心
配
も
な
し
に
し
た

い
こ
と
を
し
て
遊
ん
で
毎
日
暮
ら
せ
る
の
は
、
四
郎
の
年
頃
の
ほ
ん
の
三
、

四
年
間
だ
け
だ
も
の
な
あ
」
（
『
ザ
ポ
ソ
の
花
』
）

人
生
は
い
つ
ま
で
も
幼
児
で
い
る
こ
と
を
許
し
て
く
れ
な
い
。

幼
稚
園
へ
は
い
っ
た
が
最
後
、
否
応
な
し
に
小
学
校
へ
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
ど
こ
へ
も
行
か
ず
に
家
で
遊
ん
で
い
ら
れ
た
日

の
こ
と
を
な
つ
か
し
く
思
い
出
す
時
が
き
っ
と
来
る
（
『
夕
べ
の
雲
』
）

た
し
か
に
、
学
校
に
行
く
よ
う
に
な
れ
ば
幼
年
時
代
の
安
息
の
日
々
は
失
わ

れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
少
年
時
代
で
も
大
人
の
世
界
に
比
べ
れ
ば
、

ま
だ
ま
だ
輝
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
ザ
ポ
ソ
の
花
』
の
中
で
主
人
公
の
矢
牧

は
、
期
末
試
験
が
終
り
夏
休
み
を
直
前
に
控
え
た
中
学
時
代
の
初
夏
の
日
々
を

回
想
し
て
、
「
あ
ん
な
に
眼
の
前
が
宝
石
箱
を
引
っ
く
り
返
し
た
よ
う
に
、
眩

ゆ
く
胸
の
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
時
は
、
そ
れ
か
ら
後
の
人
生
に
は
ち
っ
と
も

無
か
っ
た
。
矢
牧
は
そ
ん
な
気
が
す
る
。
」
と
思
う
。

子
供
時
代
を
こ
の
よ
う
に
思
う
の
は
、
「
年
も
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
っ
て
来

る
と
、
厄
介
な
こ
と
が
ふ
え
て
来
る
も
の
だ
。
」
、
「
こ
の
人
生
で
は
、
い
い
こ

と
は
そ
ん
な
に
起
る
も
の
で
は
な
い
。
」
　
（
『
夕
べ
の
雲
』
）
　
と
い
う
ふ
う
に
、
い

わ
ば
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
思
い
が
あ
る
た
め
で
あ
る
が
、
こ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、

「
こ
の
世
で
わ
れ
わ
れ
が
知
り
合
う
も
の
で
、
い
な
く
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
も

の
は
な
い
」
（
同
）
　
と
い
う
よ
う
な
、
先
に
指
摘
し
た
無
常
の
思
い
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
む
ろ
ん
、
大
人
で
あ
る
矢
牧
や
大
浦
の
限
（
そ
れ
は
庄
野
潤
三
の
眼

で
も
あ
る
）
　
か
ら
見
れ
ば
、
子
供
時
代
は
、
ま
だ
無
常
を
感
じ
る
年
代
で
は
な

い
。
子
供
時
代
と
は
何
よ
り
も
家
族
、
家
庭
と
い
う
寄
る
辺
、
保
護
膜
の
な
か

で
生
き
て
い
け
る
安
ら
ぎ
と
幸
福
の
日
々
な
の
で
あ
る
。
子
供
達
の
日
常
の
出

来
事
　
－
　
そ
れ
は
学
校
の
話
で
あ
っ
た
り
、
通
学
の
途
中
で
の
話
で
あ
っ
た

り
す
る
が
、
庄
野
潤
三
が
そ
れ
ら
の
何
で
も
な
い
よ
う
な
出
来
事
を
掬
い
あ
げ

て
小
説
中
の
挿
話
に
す
る
の
は
、
い
う
な
ら
は
、
あ
た
か
も
失
わ
れ
た
菜
園
の

日
々
を
自
分
の
子
供
達
を
通
し
て
再
体
験
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
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そ
れ
は
と
も
か
く
、
子
供
達
に
安
息
の
日
々
を
保
障
し
て
く
れ
る
の
は
家
庭

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
大
人
に
と
っ
て
も
個
人
を
縛
り
付
け
る
よ
う
な
桓
格
の
場

な
の
で
は
な
い
。
家
庭
は
、
安
ら
ぎ
の
場
で
あ
り
、
拠
り
所
を
失
っ
た
現
代
人

を
支
え
て
く
れ
る
、
残
さ
れ
た
最
後
の
砦
な
の
で
あ
る
。
庄
野
潤
三
の
小
説
は

そ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
『
夕
べ
の
雲
』
を
代
表
と
す
る
、
庄

野
潤
三
の
家
族
小
説
が
書
か
れ
た
一
九
六
〇
年
代
は
、
テ
レ
ビ
で
は
ホ
ー
ム
ド

ラ
マ
が
茶
の
間
の
人
気
を
集
め
た
時
代
で
も
あ
る
が
、
庄
野
潤
三
の
小
説
は
、

家
庭
に
安
息
の
場
を
見
出
そ
う
と
し
た
人
々
の
気
持
を
代
弁
し
た
文
学
で
も
あ
っ

た
と
い
え
よ
う

と
こ
ろ
で
、
も
し
も
そ
の
家
庭
が
崩
壊
し
た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
初

期
の
作
品
に
属
す
る
『
プ
ー
ル
サ
イ
ド
小
景
』
二
九
五
四
・
一
二
）
　
は
、
そ

の
不
安
を
描
い
た
小
説
と
い
え
る
。
と
い
っ
て
も
、
『
プ
ー
ル
サ
イ
ド
小
景
』

は
、
そ
の
予
感
を
学
ん
だ
崩
壊
一
歩
手
前
ま
で
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て

崩
壊
の
様
子
が
措
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
『
静
物
』
二
九
六
〇
・

六
）
　
は
、
崩
壊
の
危
隣
か
ら
立
直
っ
た
後
の
時
点
か
ら
、
そ
の
危
機
が
暗
示
的

に
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

た
だ
こ
こ
で
付
け
加
え
て
お
く
と
、
こ
れ
ら
の
小
説
で
は
、
家
庭
の
崩
壊
が

悲
劇
や
愛
憎
劇
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
不
気
味
さ
を
露
呈
す
る

も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
い
う
な
ら
庄
野
潤
三
の

小
説
に
お
い
て
は
、
家
庭
の
崩
壊
が
い
わ
ば
実
存
的
不
安
を
毘
皇
さ
せ
る
の
で

あ
る
。
な
ぜ
そ
う
か
と
い
え
ば
、
家
庭
が
崩
壊
す
れ
ば
、
か
つ
て
は
生
を
意
味

付
け
、
人
生
の
拠
り
所
と
も
な
っ
た
宗
教
や
共
同
体
な
ど
に
も
は
や
頼
る
こ
と

の
出
来
な
い
現
代
人
の
、
そ
の
最
後
の
寄
る
辺
も
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
我
々
の
生
の
、
そ
の
孤
独
な
有
り
様
が
あ
か
ら
さ
ま
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
『
プ
ー
ル
サ
イ
ド
小
景
』
は
不
気
味
な
小
説
な
の
で
あ

る
。
『
静
物
』
も
人
が
拠
っ
て
立
つ
地
盤
の
崩
壊
を
暗
示
さ
せ
、
そ
の
裂
目
を
垣

間
見
さ
せ
る
小
説
で
あ
る
。
庄
野
潤
三
の
小
説
が
思
想
的
な
現
代
性
を
内
在
さ

せ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
地
盤
喪
失
の
感
覚
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
え
る
か

も
知
れ
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
、
現
代
性
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
と
く
に
『
プ
ー
ル
サ
イ
ド

小
景
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
代
人
の
疎
外
状
況
に
通
じ
る
問
題
も
語
ら
れ

て
い
る
。
『
プ
ー
ル
サ
イ
ド
小
景
』
の
夫
の
会
社
で
の
話
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
言
及
し
て
き
た
小
説
に
お
け
る
、
家
庭
こ
そ
安
ら
ぎ
の
場

で
あ
る
と
い
う
内
容
も
、
裏
返
し
て
い
え
は
、
そ
れ
だ
け
外
の
社
会
が
辛
い
と

い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
子
供
時
代
だ
け
が
本
当
に
無
邪
気
で
幸

せ
で
い
ら
れ
る
と
い
う
の
も
、
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
『
ザ
ポ
ソ
の
花
』
　
の
中

で
矢
牧
が
「
野
蛮
人
の
暮
し
に
近
い
こ
と
を
し
た
い
」
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、

『
夕
べ
の
雲
』
で
も
大
捕
に
同
様
の
思
い
を
語
ら
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ

れ
ら
も
、
管
理
さ
れ
競
争
を
強
い
ら
れ
る
現
代
社
会
の
疎
外
状
況
を
、
主
人
公

達
に
か
な
わ
ぬ
夢
を
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
裏
側
か
ら
あ
ら
わ
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
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四

さ
て
、
お
も
に
一
九
六
〇
年
代
の
小
説
を
中
心
に
庄
野
潤
三
の
文
学
に
つ
い

て
考
察
し
て
き
た
が
、
そ
こ
で
提
出
さ
れ
て
い
る
問
題
は
、
今
日
で
は
ど
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
拠
る
べ
き
も
の
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、

「
こ
の
人
生
で
は
、
い
い
こ
と
は
そ
ん
な
に
起
る
も
の
で
は
な
い
。
」
（
『
夕
べ

の
雲
』
）
　
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
苛
酷
な
競
争
社
会
、
管
理
社
会
に
な
っ
て
い
る

こ
と
、
し
た
が
っ
て
疎
外
は
厳
然
と
し
て
あ
る
こ
と
　
－
　
こ
れ
ら
は
今
日
に

お
い
て
も
変
わ
り
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
庄
野
潤
三
が
唯
一
の
寄

る
辺
と
考
え
た
家
族
や
、
さ
ら
に
そ
の
家
族
の
保
護
膜
に
守
ら
れ
て
安
息
の
日
々

を
過
ご
す
こ
と
の
で
き
た
子
供
時
代
も
、
今
日
で
は
必
ず
し
も
l
そ
う
い
う
も
の

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
家
族
の
あ
り
方
を
と
っ
て
み
て
も
、
上
野
千
鶴
子
に
よ
れ
は
、

な
に
を
も
っ
て
家
族
と
す
る
の
か
と
い
入
ノ
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ

（‖）

自
体
が
ゆ
ら
い
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
親
等
の
血
縁
関
係
が
家
族
の
ア
イ

デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
を
保
証
す
る
も
の
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
い
る
事
例
も
増
え
て

き
て
い
る
。
た
と
え
ば
吉
本
ば
な
な
の
い
く
つ
か
の
小
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

家
族
、
す
な
わ
ち
従
来
の
概
念
で
は
捉
え
き
れ
な
い
よ
う
な
家
族
も
出
現
し
て

い
る
。
さ
ら
に
家
庭
内
暴
力
や
家
庭
内
離
婚
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
家

庭
は
必
ず
し
も
安
ら
ぎ
の
場
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う

な
家
庭
で
育
て
ら
れ
た
子
供
に
は
、
幸
福
な
子
供
時
代
と
い
う
の
は
あ
り
え
な

い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
幼
い
時
か
ら
受
験
競
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
い

る
現
代
の
子
供
達
に
と
っ
て
は
、
子
供
時
代
は
安
息
の
日
々
で
は
な
い
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
庄
野
潤
三
は
家
族
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
、
そ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
文
学
の
場
で
扱
う
の
か
。
庄
野
文
学

を
読
ん
で
き
た
者
は
、
そ
う
問
い
か
け
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
残
念

な
が
ら
近
年
の
庄
野
文
学
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
と
は
無
縁
で
あ
る
。
『
イ
ソ
ド

綿
の
服
』
二
九
八
八
二
一
刊
）
　
や
『
鉛
筆
印
の
ト
レ
ー
ナ
ー
』
（
一
九
九
一
・

五
～
一
九
九
二
・
四
）
『
さ
く
ら
ん
ぼ
ジ
ャ
ム
』
（
一
九
九
二
・
二
～
一
九
九

三
・
一
〇
）
　
な
ど
に
は
、
結
婚
し
て
独
立
し
た
子
供
達
の
家
と
の
、
羨
ま
し
く

な
る
よ
う
な
思
い
や
り
尤
あ
ふ
れ
た
交
際
や
、
眼
の
中
に
入
れ
て
も
痛
く
な
い

よ
う
な
可
愛
い
孫
の
話
が
語
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
ど
れ
だ
け
庄

野
家
の
内
実
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
問
う
必
要
の
な
い
こ
と
で
あ
る

が
、
と
も
か
く
も
、
小
説
に
見
ら
れ
る
限
り
で
の
庄
野
家
は
、
病
気
な
ど
が
あ

る
に
せ
よ
、
幸
せ
な
安
泰
の
日
々
を
送
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
問
題
は
な
い

の
で
あ
る
。
子
供
は
親
孝
行
だ
し
、
嫁
は
舅
思
い
だ
し
、
孫
は
み
ん
な
い
い
子

な
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
條
向
は
、
す
で
に
『
絵
合
わ
せ
』
二
九
七
〇
・
二
）
　
や
『
明

夫
と
良
二
』
二
九
七
二
・
四
）
　
な
ど
に
見
ら
れ
た
が
、
近
年
の
庄
野
文
学
を

読
む
と
、
実
人
生
の
危
機
を
克
服
し
た
私
小
説
家
の
心
境
小
説
を
読
ま
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
印
象
さ
え
覚
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。
『
夕
べ
の
雲
』
　
に
は
、
表
面
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に
は
あ
ら
わ
れ
出
な
い
が
危
機
を
内
在
さ
せ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
家
庭
生
活

を
、
必
死
で
守
ろ
う
と
す
る
者
の
祈
り
が
読
者
に
伝
わ
っ
て
き
た
。
『
静
物
』

を
読
ん
で
き
た
読
者
に
と
っ
て
は
、
な
お
さ
ら
そ
の
祈
り
が
、
穏
や
か
に
か
つ

痛
切
に
伝
わ
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
感
動
を
呼
ん
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
近
年

の
小
説
に
は
、
そ
の
痛
切
さ
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
近
年
の
庄
野
文
学
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
、
論
者
の
問
題
設
定

に
関
わ
る
か
ら
、
一
概
に
は
い
え
な
い
問
題
で
あ
る
。
幸
福
な
老
後
の
生
活
を

書
き
続
け
る
庄
野
潤
三
の
近
年
の
小
説
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
老
齢
化
社
会
に

一
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
と

も
か
く
も
本
稿
で
扱
っ
た
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
家
族
小
説
が
、
も
っ
と
も
問

題
性
を
学
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
今
日
、
変
貌
し
解
体
し
っ
つ
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
近
代
家
族
の
い
わ
ば
理
念
型
を
あ
ら
わ
し
て
い
て
、
家
族
の
あ
り
方

を
考
え
る
際
の
貴
重
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
は
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
高
度
経
済
成
長
時
代
と
い
う
社
会
状
況
と
関

わ
ら
せ
て
読
む
と
、
ど
の
よ
う
な
読
み
が
可
能
か
。
興
味
深
い
テ
ー
マ
だ
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

注
川
　
江
藤
淳
『
成
熟
と
喪
失
　
－
．
母
〟
の
崩
壊
　
－
　
』
（
河
出
睾
房
新
杜
、
一
九
六
七
・

五）。

㈱
　
亀
井
秀
雄
「
庄
野
潤
三
　
－
　
『
夕
べ
の
雲
』
を
視
座
と
し
て
」
（
国
文
学
、
一
九

六
九
・
二
）
。

間
　
庄
野
潤
三
の
文
章
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
庄
野
潤
三
全
集
』
（
全
一
〇
巻
、

講
談
社
、
一
九
七
三
・
六
～
一
九
七
四
・
四
）
　
に
よ
る
。

回
　
坂
田
寛
夫
「
庄
野
潤
三
ノ
ー
ト
一
七
」
（
『
庄
野
潤
三
全
集
』
第
七
巻
所
収
）
。

坂
田
は
、
「
庄
野
さ
ん
は
多
元
の
価
値
を
認
め
る
ひ
と
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
如
何
な

る
意
味
に
於
い
て
も
、
ま
な
じ
り
を
決
す
る
て
い
の
一
元
論
者
で
は
な
い
。
」
　
と
好

意
的
に
解
釈
し
て
い
る
。

囚
　
坂
田
寛
夫
「
庄
野
潤
三
ノ
ー
ト
　
七
」
　
（
『
庄
野
潤
三
全
集
』
第
三
巻
所
収
）
に
よ

る
。

㈱
　
桜
井
陽
子
・
桜
井
厚
『
幻
想
す
る
家
族
』
（
弘
文
堂
、
一
九
八
七
・
九
）
、
山
田
昌

弘
『
近
代
家
族
の
ゆ
く
え
　
ー
　
家
族
と
愛
情
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
　
ー
　
』
（
新
曜
杜
、

一
九
九
四
・
五
）
　
に
よ
る
。

聞
　
落
合
恵
美
子
『
近
代
家
族
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
（
勤
草
書
房
、
一
九
八
九
・
一
二
）
。

落
合
は
、
そ
の
他
の
特
徴
と
し
て
「
家
族
の
集
団
性
の
強
化
、
社
交
の
衰
退
、
非
親

族
の
排
除
」
　
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
も
、
大
柿
家
に
そ
の
ま
ま
あ
て

は
ま
る
こ
と
は
い
入
ノ
ま
で
も
な
い
。

㈱
　
牟
田
和
恵
「
変
貌
す
る
家
族
　
－
　
家
族
は
タ
ー
ミ
ナ
ル
た
り
う
る
か
」
（
石
川
実
他

紹
『
タ
ー
ミ
ナ
ル
家
族
』
（
N
T
T
出
版
、
一
九
九
三
・
四
）
所
収
）
。

㈱
　
諌
山
陽
太
郎
『
家
・
愛
・
姓
猷
完
日
新
㊦
淋
無
印
抽
』
（
効
草
書
房
、
一
九
九
四
・

六
）
　
や
青
木
や
よ
ひ
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
』
（
新
評
論
、
一
九
八
六
・

一
〇
）
。

㈹
　
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
『
（
子
供
）
の
誕
生
』
（
杉
山
光
信
・
杉
山
恵
美
子
訳
、

み
す
ず
書
房
、
一
九
八
〇
・
一
二
）
。

囲
　
上
野
千
鶴
子
『
近
代
家
族
の
成
立
と
肖
像
』
（
岩
波
宙
店
、
一
九
九
四
二
二
）
。

（
あ
や
め
・
ひ
ろ
は
る
／
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
）
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