
書評

西
田
谷
洋
編

『
あ
ま
ん
き
み
こ
の
童
話
を
読
む
E
』

ー
ー
ー
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
可
能
性
ー
ー
ー

戦
後
日
本
を
代
表
す
る
作
家
・
大
江
健
三
郎
が
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ

て
い
る
。
難
し
い
問
題
に
突
き
当
た
っ
た
持
、
数
式
を
解
く
具
合
に
一
旦

そ
れ
を
括
弧
で
括
っ
て
、
「
あ
る
時
間
、
待
っ
て
み
る
力
」
を
発
揮
す
る

こ
と
が
、
子
供
に
は
必
要
だ
。
そ
の
う
ち
、
括
弧
の
な
か
の
問
題
が
、
自

然
に
解
け
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
「
あ
る
時
間
」
た
っ
て
、
括

弧
を
と
い
て
み
て
も
、
ま
だ
問
題
が
そ
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
今
度
こ
そ
正

面
か
ら
そ
れ
に
立
ち
向
か
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
子
供
は
、

な
ん
と
か
し
の
い
だ
「
あ
る
時
間
」
の
あ
い
だ
に
、
自
分
が
成
長
し
、
遣

し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
は
ず
だ
（
「
あ
る
時
間
、
待
っ
て
み

て
く
だ
さ
い
」
、
『
「
自
分
の
木
」
の
下
で
』
朝
日
新
聞
社
、
二

O
O
一
年

所
収
）
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
優
れ
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
論
に
も
な
っ
て
い

る
だ
ろ
う
。
困
難
を
一
旦
括
弧
で
括
り
だ
し
て
子
供
を
守
り
、
育
て
、
や

が
て
自
分
で
困
難
を
解
決
で
き
る
大
人
に
す
る
ア
ジ
l
ル
と
し
て
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
を
捉
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
軽
視
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
保
育
園
や

学
校
の
よ
う
な
母
性
を
含
み
持
つ
も
の
と
し
て
、
現
実
社
会
に
お
い
て
重

要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
し
て
、
大
人
も
子
供
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う

圏

野

H青

光

な
困
難
に
充
ち
満
ち
て
い
る
昨
今
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
万
人
に
と
っ
て
切

実
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
現
代
文
化
の
状
況
を
見
て
も
明
ら
か

だ
。
例
え
ば
、
日
韓
関
係
が
か
つ
て
な
い
厳
し
さ
に
あ
る
中
、
「
君
の
名
は
。
」

が
韓
国
で
も
大
ブ
l
ム
に
な
っ
た
と
聞
く
が
、
大
変
意
義
深
い
こ
と
な
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
括
弧
は
い
つ
か
外
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
旦

括
弧
で
括
っ
て
外
に
出
し
た
問
題
は
、
や
が
て
は
解
か
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
か
ら
日
を
背
け
て
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
ば
か
り
い

れ
ば
、
将
来
に
大
き
な
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
の
内
部
は
、
外
部
に
通
じ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
両
義
性
を
持
つ
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
作
り
手
と
し
て
現
代
を

代
表
す
る
あ
ま
ん
き
み
こ
の
作
家
性
・
時
代
性
の
由
来
の
一
端
は
、
旧
満

州
で
生
ま
れ
育
っ
た
幼
少
期
に
あ
る
と
言
え
る
。
特
に
「
少
女
時
代
を
満

州
で
過
ご
し
て
」
（
野
上
暁
編
『
わ
た
し
が
子
ど
も
の
こ
ろ
戦
争
が
あ
っ
た
』

理
論
社
、
二

O
一
五
年
所
収
）
で
言
及
の
あ
る
、
敗
戦
か
ら
引
き
揚
げ
ま

で
の
一
年
四
ヶ
月
余
り
を
過
ご
し
た
大
連
で
の
経
験
が
、
あ
ま
ん
童
話
の

重
要
な
原
点
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
敗
戦
直
後
の
混
乱
を
経
て
再
開
さ
れ
た
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女
学
校
で
の
「
百
八
十
度
の
転
回
」
教
育
に
耐
え
か
ね
図
書
室
に
箆
も
る

一
方
、
「
五
族
協
和
」
「
王
道
楽
土
」
の
欺
臓
が
露
呈
し
た
後
で
の
ロ
シ
ア

人
や
中
国
人
と
の
不
思
議
に
明
る
い
共
生
を
経
験
し
た
、
戦
前
と
も
戦
後

と
も
つ
か
ぬ
奇
妙
な
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
空
間
と
し
て
の
大
連
。
そ
れ
を
ク
楽

園
の
背
徳
性
。
と
し
て
普
遍
化
し
自
身
の
創
作
原
理
と
し
た
痕
跡
は
、
あ

ま
ん
童
話
の
至
る
所
に
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
「
大
連
」
は
、
日
本

人
引
き
揚
げ
と
と
も
に
そ
の
ま
ま
「
本
土
」
に
ス
ラ
イ
ド
し
、
平
和
と
繁

栄
を
享
受
し
な
が
ら
歴
史
を
清
算
し
き
れ
な
い
戦
後
日
本
と
し
て
復
興
し

た
の
で
あ
っ
て
、
満
州
（
及
び
大
連
）
を
失
っ
た
痛
み
か
ら
の
回
復
に
潜

む
罪
の
感
覚
を
保
持
し
続
け
る
あ
ま
ん
が
創
作
す
る
童
話
は
、
優
れ
て
時

代
の
表
現
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦
後
文
学
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
朴
裕

河
氏
が
提
唱
す
る
「
引
揚
げ
文
学
」
（
『
引
揚
げ
文
学
論
序
説
」
人
文
書
院
、

二
O
一
六
年
）
と
捉
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
こ
う
考
え
て
く
れ
ば
、
戦

後
七
十
年
以
上
を
経
て
国
際
協
調
路
線
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
今
日
、
あ

ま
ん
童
話
を
論
ず
る
こ
と
は
、
国
語
教
育
研
究
・
文
学
研
究
か
ら
出
発
し

て
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
の
平
和
国
家
た
る
戦
後
日
本
の
原
罪
を
見
極

め
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
可
能
性
を
追
求
す
る
地
点
ま
で
射
程
に
収
め
ね
ば

な
る
ま
い
。
そ
し
て
そ
の
可
能
性
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
外
側
か
ら
銃
や

札
弾
で
強
引
に
括
弧
を
ぶ
ち
破
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
の
内
側
か
ら
外
側
と
の
積
極
的
対
話
が
試
み
ら
れ
る
過
程
で
、
括
弧

が
自
ず
と
外
れ
る
よ
う
に
な
る
と
こ
ろ
に
存
し
よ
う
。
括
弧
が
何
重
に
も

厳
重
に
な
さ
れ
問
題
が
先
送
り
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
今
日
、
そ
の
ア
ク

チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
ま
す
ま
す
高
め
る
ク
l
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
の
元
祖
H
あ

ま
ん
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
両
義
性
と
可
能
性
を
、
ど
こ
ま
で
追
求
で
き
る
か
。

あ
ま
ん
童
話
論
の
成
否
は
、
そ
こ
に
か
か
っ
て
い
る
。

こ
の
観
点
か
ら
、
西
田
谷
洋
編
『
あ
ま
ん
き
み
こ
の
童
話
を
読
む
E
』

を
見
て
い
こ
う
。
本
書
は
西
田
谷
氏
が
執
筆
し
た
「
は
じ
め
に
」
一
本
及

び
一
作
品
ご
と
の
あ
ま
ん
童
話
論
七
本
と
、
大
学
で
西
田
谷
氏
の
講
義
を

受
講
し
た
六
名
に
よ
る
や
は
り
一
作
品
ご
と
の
あ
ま
ん
章
話
論
六
本
の
、

計
十
四
本
の
論
文
か
ら
な
る
。
前
著
『
あ
ま
ん
き
み
こ
の
童
話
を
読
む
』
（
一

粒
書
房
、
二

O
一
四
年
）
の
続
編
と
目
さ
れ
、
西
田
谷
氏
の
授
業
を
契
機

と
し
た
共
同
研
究
の
成
果
報
告
と
言
え
る
。
前
著
序
文
で
西
田
谷
氏
が
「
不

可
視
を
可
視
化
す
る
」
と
い
う
形
で
指
摘
し
た
あ
ま
ん
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の

両
義
性
を
、
批
評
理
論
も
参
照
し
な
が
ら
一
作
品
ご
と
主
に
語
り
の
構
造

に
着
目
し
て
分
析
、
そ
の
可
能
性
を
評
価
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
前

著
に
引
き
続
き
一
貫
し
て
い
る
。
そ
の
ス
タ
イ
ル
が
各
論
ご
と
に
、
文
体

の
レ
ベ
ル
に
ま
で
律
儀
に
踏
襲
さ
れ
る
様
は
、
親
烏
の
後
を
ヒ
ナ
た
ち
が

一
列
に
な
っ
て
よ
ち
よ
ち
つ
い
て
い
く
ア
イ
ガ
モ
の
親
子
と
い
っ
た
風
情

も
感
じ
ら
れ
て
ほ
ほ
え
ま
し
い
。
そ
こ
に
は
、
明
確
な
目
的
と
方
法
意
識

の
下
、
学
生
に
着
実
に
実
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
そ
れ
を
目
に
見
え
る
形

で
成
果
と
し
て
ま
と
め
上
げ
る
、
西
田
谷
氏
の
教
育
者
と
し
て
の
確
か
な

力
量
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
ル

i
ブ
リ
ツ

ク
評
価
に
も
対
応
し
た
授
業
エ
ピ
デ
ン
ス
と
し
て
の
性
格
も
持
つ
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
単
に
形
式
が
整
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
受
講
生
諸
君
が
、
西
田
谷
氏
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
持
論
を
一
般
の

批
評
に
耐
え
う
る
水
準
に
ま
で
鍛
え
上
げ
、
広
く
流
通
し
読
み
継
が
れ
る
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活
字
冊
子
と
し
て
結
晶
で
き
た
こ
と
に
、
大
い
な
る
手
応
え
と
喜
び
を
感

じ
、
自
分
の
成
長
を
実
感
で
き
た
に
違
い
な
い
こ
と
を
、
本
書
は
確
実
に

伝
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
l
ニ
ン
グ
の
必
要
が
叫
ば
れ

る
中
、
こ
れ
か
ら
の
教
育
の
あ
り
方
の
モ
デ
ル
を
明
確
に
示
し
た
も
の
と

し
て
、
本
書
が
教
育
界
全
般
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。

そ
の
よ
う
な
本
書
の
性
格
上
、
文
学
研
究
と
し
て
は
敢
え
て
ス
ト
イ
ッ

ク
に
、
親
鳥
が
ヒ
ナ
に
餌
を
時
噛
み
砕
い
て
与
え
る
よ
う
な
、
明
の
黄
色
い

水
準
に
と
ど
め
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
各
論
と
も
テ
ク
ス
ト

分
析
の
水
準
は
確
か
だ
が
、
こ
れ
を
本
格
的
な
あ
ま
ん
童
話
論
に
仕
上
げ

て
行
く
に
は
、
や
は
り
作
家
論
や
文
学
史
・
文
化
史
的
な
観
点
に
根
ざ
し

た
論
者
独
自
の
問
題
意
識
を
、
説
得
力
あ
る
形
で
導
入
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
と
思
わ
れ
る
。
「
は
じ
め
に
」
に
続
い
て
巻
頭
を
飾
る
西
田
谷
氏
「
「
わ

た
し
の
か
さ
は
そ
ら
の
い
ろ
」
」
も
、
青
い
傘
が
そ
の
ま
ま
青
空
に
な
る
「
比

聡
の
現
勢
化
」
が
生
の
感
覚
を
取
り
戻
す
こ
の
作
品
の
異
化
効
果
に
つ
い

て
の
指
摘
は
的
確
で
鋭
い
が
、
前
著
で
論
考
さ
れ
た
「
う
さ
ぎ
が
空
を
な

め
ま
し
た
」
と
の
関
連
を
考
え
れ
ば
、
青
空
が
自
由
の
、
ハ
ン
カ
チ
や
傘

と
い
っ
た
布
製
品
が
母
性
の
揺
聡
で
あ
り
、
男
女
一
雇
用
機
会
均
等
法
成
立

か
ら
十
年
経
た
な
い
段
階
で
女
性
就
業
率
の
M
字
曲
線
（
新
卒
で
就
職
後
、

結
婚
・
出
産
を
契
機
に
一
旦
退
職
し
、
子
育
て
が
一
段
落
し
て
か
ら
再
就

職
す
る
女
性
の
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
を
一
不
す
）
が
未
だ
問
題
祝
さ
れ
て
い

た
頃
発
表
さ
れ
た
で
つ
き
ぎ
が
・
：
」
が
、
か
わ
い
い
子
ウ
サ
ギ
た
ち
と
出

遭
う
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
経
て
女
性
が
自
ら
の
自
由
を
子
供
に
母
性
と
し
て

捧
げ
る
こ
と
を
受
忍
す
る
ま
で
を
描
い
た
の
に
対
し
、
均
等
法
成
立
か
ら

二
十
年
以
上
を
経
た
段
階
で
発
表
さ
れ
た
「
わ
た
し
の
：
・
」
が
、
全
て
の

子
供
た
ち
（
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
動
物
た
ち
）
を
包
み
込
む
青
い
傘
が
そ

の
ま
ま
青
空
に
な
る
と
い
う
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
通
じ
て
母
性
の
社
会
的
共

有
に
よ
る
女
性
の
自
由
獲
得
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
出
し
、
「
保
育
園
落
ち

た
、
日
本
死
ね
」
と
い
う
文
言
の
出
現
を
予
言
し
た
格
好
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
、
見
え
て
来
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
か
ら
、
作
品
の
異
化
効
果

の
由
来
や
、
両
作
品
問
に
お
け
る
文
化
・
社
会
状
況
の
変
遷
な
ど
を
視
野

に
入
れ
つ
つ
、
「
非
現
実
な
幻
想
」
で
あ
り
な
が
ら
「
社
会
と
の
交
感
で

も
あ
り
う
る
」
（
「
「
北
風
を
み
た
子
」
」
）
「
支
配
的
な
文
化
を
強
化
し
つ
つ
、

そ
の
い
っ
ぽ
う
で
そ
れ
を
疑
問
に
付
す
と
い
う
、
ふ
た
つ
の
こ
と
を
同
時

に
行
っ
て
い
る
」
（
「
「
い
つ
か
い
話
、
い
つ
か
い
だ
け
」
」
）
と
西
田
谷
氏

が
評
す
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
立
場
か
ら
社
会
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
例
え

ば
子
供
の
立
場
か
ら
の
正
当
な
要
求
に
基
づ
く
母
性
の
社
会
的
共
有
な
ど

の
、
新
た
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
導
出
す
る
異
化
効
果
も
可
能
に
な
ろ
う
。

た
だ
、
西
田
谷
氏
の
各
論
は
、
テ
ク
ス
ト
分
析
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て

い
て
も
、
個
々
の
作
品
に
お
け
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
両
義
性
の
あ
り
方
を

お
お
む
ね
正
確
に
見
極
め
て
い
る
。
「
き
り
の
中
の
ぶ
ら
ん
こ
」
「
さ
よ
な

ら
の
う
た
」
「
ふ
し
ぎ
な
森
」
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
を
論
じ
た
氏
の
各
論
は
、

人
を
一
旦
優
し
く
受
け
入
れ
な
が
ら
、
次
第
に
建
設
的
な
自
省
に
誘
い
外

部
に
送
り
出
し
て
自
立
さ
せ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
両
義
性
の
う
ち
、
主
に

後
者
の
要
素
に
つ
い
て
作
品
ご
と
に
分
析
し
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
は

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
豊
か
な
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
、
西
田
谷
氏
の
見
識
と
力

量
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
、
分
析
結
果
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
分
析
理
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論
以
外
の
要
因
か
ら
も
、
そ
の
妥
当
性
を
客
観
的
に
示
し
て
欲
し
い
と
感

じ
ら
れ
る
こ
と
が
、
な
い
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
さ
よ
な
ら
の
う
た
」
に

つ
い
て
の
論
考
で
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
空
間
で
出
遭
っ
た
男
の
子
と
も
う

少
し
遊
ば
ず
に
別
れ
て
き
た
こ
と
の
罪
悪
感
を
祖
父
の
死
と
重
ね
て
隠
蔽

し
、
祖
父
を
悼
む
自
分
を
正
当
化
す
る
主
人
公
の
少
年
の
欺
摘
が
、
語
り

に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
の
作
品
は
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
に
助
け
ら
れ
て
人
の
死
と
い
う
重
い
現
実
を
受
け
入
れ
る
力
を
得
た

少
年
の
成
長
を
感
動
的
に
描
い
た
も
の
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
し
、

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
力
に
対
す
る
作
者
あ
ま
ん
の
信
頼
を
示
す
秀
作
と
言
っ

て
よ
い
。
そ
れ
に
異
を
唱
え
る
問
題
設
定
は
興
味
深
い
が
、
そ
の
必
然
性

に
つ
い
て
は
説
得
力
あ
る
議
論
が
欲
し
い
わ
け
で
、
そ
の
際
に
は
広
く
作

家
の
問
題
や
政
治
・
社
会
・
文
化
状
況
か
ら
の
視
点
の
導
入
が
必
要
と
思

わ
れ
る
の
だ
。

同
様
の
こ
と
は
他
の
論
者
に
も
言
え
る
。
高
木
佐
和
子
氏
「
「
海
う
さ

ぎ
の
き
た
日
」
」
で
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
両
義
性
を
敷
桁
す
る
形
で
、

ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
異
世
界
へ
と
接
続
す
る
力
と
、
理
性
に
よ
っ
て
世

界
を
区
切
り
秩
序
立
て
る
力
を
併
せ
持
つ
一
言
葉
の
両
義
性
、
と
い
う
秀
逸

な
指
摘
が
な
さ
れ
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
こ
の
言
葉
の
両
義
的
な
力
に
由
来

す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
、
人
を
育
て
る
言
葉
の
力
と
い
う
こ
と
に
改
め

て
気
づ
か
さ
れ
る
。
た
だ
最
後
の
と
こ
ろ
で
人
間
と
動
物
の
権
力
関
係
と

い
う
議
論
が
展
開
し
、
主
人
公
の
少
女
の
消
極
性
に
「
動
物
た
ち
と
の
共

存
の
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
も
う
と
し
な
い
人
間
た
ち
の
姿
」
を
重
ね

て
結
論
と
す
る
の
に
は
や
や
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
そ
の
よ
う

に
議
論
を
展
開
す
る
必
然
性
に
つ
い
て
丁
寧
な
説
明
が
欲
し
く
な
る
。
む

し
ろ
、
主
人
公
の
少
女
の
、
「
姉
」
と
し
て
の
自
意
識
と
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
突
っ
込
ん
だ
議
論
が
聞
き
た
い
と
思
っ
た
。
こ
の

人
間
と
動
物
の
権
力
関
係
と
い
う
問
題
設
定
に
基
づ
く
テ
ク
ス
ト
評
価
は

黄
亜
蘭
氏
「
「
野
の
ピ
ア
ノ
野
ね
ず
み
保
育
園
」
」
に
も
見
ら
れ
、
人
間

と
ネ
ズ
ミ
の
境
界
が
暖
昧
に
さ
れ
る
こ
と
や
、
ネ
ズ
ミ
が
人
聞
を
利
用
す

る
と
い
う
権
力
関
係
の
揺
ら
ぎ
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
尤
も
な
が
ら

そ
の
よ
う
に
評
す
る
こ
と
の
意
義
が
明
確
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

の
作
品
は
自
由
人
的
な
独
身
男
性
が
、
予
定
さ
れ
て
い
た
姉
の
不
在
に
際

し
て
幼
い
甥
姪
の
母
親
代
わ
り
を
務
め
る
べ
く
、
あ
ら
か
じ
め
ネ
ズ
ミ
か

ら
の
小
包
と
い
う
小
道
具
ま
で
こ
し
ら
え
る
凝
っ
た
演
出
を
伴
っ
て
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
を
語
り
、
そ
れ
を
子
供
た
ち
と
一
緒
に
楽
し
む
お
茶
目
な
お
じ

さ
ん
ぶ
り
を
発
揮
す
る
と
こ
ろ
が
魅
力
で
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
読
者
に
示
し
て
い
る
メ
タ
・
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
と
し
て
の
要
素
が
、
本
作
品
の
問
題
点
と
な
る
と
こ
ろ
だ
。
こ
の
点
、

高
松
直
子
氏
「
「
ひ
や
っ
ぴ
き
め
」
」
に
お
い
て
は
、
作
品
の
主
題
に
沿
う

形
で
人
間
と
動
物
の
境
界
と
権
力
関
係
を
問
う
評
価
基
準
が
適
切
に
用
い

ら
れ
、
デ
リ
ダ
の
主
権
論
も
参
照
し
つ
つ
「
愚
か
さ
は
獣
で
は
な
く
人
間

に
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
主
権
者
こ
そ
が
愚
か
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
」
と
い
う
鋭
い
指
摘
を
含
ん
だ
結
論
が
、
無
理
な
く
導
か
れ
て
い
る
。

対
象
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
問
題
を
設
定
し
、
ど
の
よ
う
な
分
析
理
論
を

採
用
す
る
か
を
見
極
め
る
こ
と
が
、
論
者
の
腕
の
見
せ
所
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
山
田
斗
志
希
氏
「
「
カ
ー
テ
ン
売
り
が
や
っ
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て
き
た
」
」
は
、
「
「
幸
福
」
は
精
神
に
作
用
す
る
毒
で
あ
り
、
外
界
へ
の

注
意
を
奪
っ
て
し
ま
う
」
と
指
摘
し
て
、
本
作
品
を
「
「
幸
福
」
が
大
勢

に
流
さ
れ
る
こ
と
、
注
意
・
批
判
意
識
を
持
た
な
い
こ
と
が
破
滅
へ
と
至

る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
物
語
」
と
す
る
が
、
子
供
を
守
り
育
て

つ
つ
送
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
両
義
性
へ
の
認
識
を
適

切
に
踏
ま
え
つ
つ
、
出
口
の
な
い
似
而
非
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
へ
の
警
鐘
と
い

う
本
作
の
本
質
を
浮
き
彫
り
に
し
た
点
は
、
高
く
評
価
で
き
る
。
た
だ
し
、

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
両
義
性
と
い
う
見
方
を
や
や
勇
み
足
的
に
敷
街
し
す
ぎ

る
形
で
、
語
り
の
分
析
か
ら
本
作
を
「
ホ
ラ
l
」
と
し
て
、
「
社
会
批
判

と
し
て
も
娯
楽
と
し
て
も
両
用
に
享
受
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
」

と
し
て
し
ま
う
の
は
、
い
か
が
な
も
の
か
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
両
義
性
を
、

そ
の
内
部
と
外
部
と
の
連
続
性
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う

に
内
部
と
外
部
と
の
分
断
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
の
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

を
専
ら
単
な
る
娯
楽
と
見
て
高
を
括
る
こ
と
で
、
却
っ
て
カ
ー
テ
ン
売
り

の
餌
食
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
繋
が
ら
な
い
か
。
「
ネ
タ
化
」
や
「
パ
カ
ッ

タ
ー
」
な
ど
の
現
代
の
文
化
現
象
と
そ
れ
に
と
り
ま
か
れ
る
自
己
を
省
み

つ
つ
、
性
急
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
批
判
が
似
而
非
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
陥
る
危

険
を
伴
う
こ
と
を
自
覚
し
、
功
罪
併
せ
持
つ
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
真
剣
に
向

き
合
う
こ
と
が
、
適
切
な
問
題
設
定
と
批
評
理
論
の
採
用
に
際
し
て
重
要

で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
東
海
義
仁
氏
「
「
天
の
町
ゃ
な
ぎ
通
り
」
」
に
つ
い
て
も
言

え
る
。
東
海
氏
は
本
作
品
を
、
「
局
長
が
と
に
か
く
自
身
の
こ
と
を
考
え
、

自
身
が
自
己
満
足
す
る
物
語
で
あ
る
」
と
断
罪
す
る
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の

外
部
か
ら
括
弧
を
外
す
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
批
判
で
あ
る
。
人
が
い
ず
れ
そ
こ

へ
と
出
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
外
部
か
ら
の
声
と
し

て
こ
れ
は
全
く
正
論
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
閉
じ
こ
も
り
続
け
よ
う

と
す
る
歎
臓
や
出
口
の
な
い
似
而
非
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
撃
つ
上
で
有
効
で

も
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
れ
で
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
意
味
が
全
く
素
通
り
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
「
天
の
町
」
と
い
う
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、

母
を
思
う
子
の
心
と
、
そ
の
子
を
思
い
や
る
父
の
心
、
そ
の
父
を
ま
た
思

い
や
る
子
の
心
に
、
そ
れ
ら
父
子
の
心
を
思
い
や
る
局
長
の
心
が
重
な
る

所
に
成
立
す
る
。
そ
の
三
者
の
心
が
抱
く
思
い
が
自
己
満
足
に
過
ぎ
ず
、

こ
こ
に
あ
る
の
が
同
床
異
夢
と
い
う
べ
き
事
態
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
こ

と
を
理
知
的
に
冷
徹
に
解
剖
す
る
芥
川
龍
之
介
「
枯
野
抄
」
の
よ
う
な
や

り
方
も
あ
る
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
局
長
の
自
己
満
足
の
産
物
と
し
て
の

「
天
の
町
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
妻
に
先
立
た
れ
幼
い
子
供
と
二
人
こ
れ
か

ら
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
若
い
父
親
の
心
を
慰
め
励
ま
す
で

あ
ろ
う
く
ら
い
美
し
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
ま
い
。
そ
れ
で
も
少

年
の
手
紙
を
「
天
の
町
」
に
あ
る
少
年
の
母
の
家
に
届
け
た
帰
途
に
お
い

て
局
長
の
自
転
車
の
き
し
り
が
止
ま
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
が
少
年
の
父

親
の
嘘
か
ら
始
ま
り
、
現
実
に
死
ん
だ
母
の
存
在
を
決
定
的
に
疎
外
す
る

「
天
の
町
」
の
い
か
が
わ
し
さ
を
告
知
す
る
サ
イ
ン
な
の
で
あ
っ
て
、
そ

こ
に
、
救
済
さ
れ
る
こ
と
に
潜
む
罪
と
い
う
、
子
供
向
け
と
ば
か
り
は
言

え
な
い
こ
の
童
話
の
苦
い
認
識
が
あ
る
。
「
自
己
満
足
」
と
い
う
批
判
は
、

そ
の
見
極
め
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
内
在
批
評
と
し
て
本
当
の
説
得
力
を

発
揮
し
よ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
、
「
「
満
州
」
は
、
日
本
の
健
備
の
固
で
し
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た
。
（
中
略
）
知
ら
な
か
っ
た
、
見
な
か
っ
た
、
関
か
な
か
っ
た
、
子
ど

も
だ
っ
た
は
免
罪
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
、
よ
り
罪
深
い
場

合
さ
え
あ
る
と
思
い
ま
す
」
（
前
掲
「
少
女
時
代
を
満
州
で
過
ご
し
て
」
）

と
い
う
作
者
の
一
言
葉
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
天
の
町
」
が
、
愛
し

く
も
失
わ
れ
、
し
か
も
罪
悪
感
と
と
も
に
一
生
つ
き
ま
と
う
「
大
連
」
と

重
な
っ
て
く
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
そ
れ
は
、
作
者
の
実
存
と
し
て
の
「
大

逮
（
及
び
「
満
州
」
）
」
を
具
体
的
に
証
明
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
孫
媛
媛
氏
「
「
く
も
ん
こ
の
話
」
」
が
、
少
女
時
代
の
曽

根
母
と
く
も
ん
こ
と
の
交
流
の
あ
り
方
、
及
び
中
国
文
化
を
視
野
に
入
れ

た
く
も
ん
こ
の
白
の
イ
メ
ー
ジ
の
分
析
か
ら
、
旧
満
州
で
日
陰
に
追
い
や

ら
れ
て
い
た
中
国
人
民
の
姿
を
く
も
ん
こ
に
見
て
作
者
の
罪
悪
感
の
所
在

を
指
摘
し
、
ラ
ス
ト
で
く
も
ん
こ
が
再
来
し
た
際
に
曽
祖
母
と
の
関
係
が

「
主
人
と
使
用
人
の
よ
う
な
関
係
か
ら
対
等
な
友
達
の
関
係
へ
変
化
し
た
」

こ
と
を
発
表
当
時
の
日
中
国
交
正
常
化
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
本
作
を
「
中

日
の
友
好
、
平
和
へ
の
喜
び
と
赦
し
へ
の
祈
り
を
表
現
し
た
」
「
「
罪
悪
感
」

と
新
た
な
希
望
を
描
い
た
物
語
」
と
評
し
た
こ
と
は
、
極
め
て
妥
当
で
あ

る
。
的
確
な
テ
ク
ス
ト
分
析
と
作
家
論
的
・
状
況
論
的
視
点
が
う
ま
く
噛

み
合
っ
て
生
産
的
な
成
果
を
生
ん
で
お
り
、
短
い
な
が
ら
も
本
格
的
論
文

と
し
て
の
手
応
え
を
感
じ
た
。
当
時
の
周
思
来
首
相
が
提
唱
し
た
「
小
異

を
残
し
て
大
同
に
つ
く
」
と
い
う
、
様
々
な
こ
と
を
括
弧
に
括
っ
た
寛
大

な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
助
け
ら
れ
て
日
中
国
交
正
常
化
は
成
っ
た
わ
け
だ

が
、
日
本
の
側
と
し
て
は
こ
れ
に
甘
え
る
こ
と
な
く
、
自
ら
種
々
の
困
難

に
誠
実
に
向
き
合
い
少
し
ず
つ
括
弧
を
外
し
、
真
の
和
解
に
向
け
て
努
力

を
続
け
る
べ
き
な
の
だ
。
そ
れ
が
、
あ
ま
ん
童
話
の
指
し
示
す
方
向
性
で

あ
る
こ
と
を
、
孫
論
文
は
示
唆
し
て
い
る
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
可
能
性
が

い
か
な
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
提
案
が
、
こ
こ
に
あ
る
。

と
ま
れ
本
書
が
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
空
間
と
し
て
の
西
田
谷
教
室
の
豊
か

な
可
能
性
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
将
来
、

ど
の
よ
う
な
鴻
鵠
が
羽
ば
た
く
の
か
、
楽
し
み
で
あ
る
。

（二

O
一
七
年
一
月
二
七
日

（
だ
ん
の
み
つ
は
る

一
粒
書
一
房
七
七
頁
非
売
品
）

石
川
工
業
高
等
専
門
学
校
教
授
）
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