
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
ブ
ー
ム
で
あ
る
。「
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
」

「
ロ
ー
ド
・
オ
ブ
・
ザ
・
リ
ン
グ
」、
映
画
・
原
作
と
も
に
好
評
で
、

書
店
に
は
コ
ー
ナ
ー
も
で
き
て
い
る
。
何
に
せ
よ
、
子
ど
も
た
ち

が
活
字
に
親
し
む
き
っ
か
け
に
な
る
な
ら
歓
迎
し
た
い
。
そ
れ
に

し
て
も
、
何
が
子
ど
も
た
ち
を
惹
き
つ
け
る
の
か
、
分
析
は
他
に

譲
る
と
し
て
、
や
は
り
主
人
公
が
危
機
を
乗
り
越
え
て
の
冒
険
物

語
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

図
書
室
を
担
当
す
る
た
び
に
思
う
こ
と
の
一
つ
が
、
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
の
根
強
い
人
気
で
あ
る
。
特
に
中
学
生
、
と
り
わ
け
女
子
に

熱
烈
な
フ
ァ
ン
が
少
な
く
な
い
。
や
が
て
、
高
校
生
に
な
る
と
フ

ァ
ン
タ
ジ
ー
は
卒
業
。
と
こ
ろ
が
、「
ロ
ー
ド
・
オ
ブ
・
ザ
・
リ

ン
グ
」
の
原
作
「
指
輪
物
語
」
に
つ
い
て
は
、
や
や
趣
が
異
な
る
。

男
女
を
問
わ
ず
、
高
校
生
の
関
心
が
高
い
の
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
「
指
輪
物
語
」
は
、
五
十
年
近
く
前
に
発
刊

さ
れ
て
以
来
の
息
の
長
い
作
品
で
、
日
本
で
も
長
く
読
み
継
が
れ

て
き
た
。
ブ
ー
ム
は
今
更
の
観
も
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
従

来
、
第
一
部
で
読
破
を
諦
め
た
人
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
が
今
、
読
破
す
る
生
徒
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

記
憶
の
底
に
こ
ん
な
コ
ピ
ー
が
あ
る
、「
読
ん
で
か
ら
見
る
か
、

見
て
か
ら
読
む
か
」。
映
画
で
大
枠
が
理
解
で
き
て
い
る
か
ら
読

み
や
す
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
非
日
常
の
世
界
が
舞
台
で
あ
る
こ
と
で
、
逆
に
す
ん
な

り
入
っ
て
い
け
る
よ
う
で
あ
る
。
加
え
て
、
登
場
人
物
の
多
さ
も

魅
力
の
一
つ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
気
に
入
り
の
人
物
が
あ
る
ら
し

い
。そ

れ
に
し
て
も
、
と
改
め
て
思
う
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
漢
文
教

材
、
と
り
わ
け
史
話
に
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
。

史
話
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
指
輪
物
語
」
も

歴
史
物
語
の
態
を
と
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
今
回
高
校
一
年
生
で
「
臥
薪
嘗
胆
」（
十
八
史
略
）
を

学
習
す
る
に
際
し
、
思
い
切
っ
て
歴
史
物
語
と
し
て
楽
し
む
こ
と

に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
子
ど
も
た
ち
が
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
読
む
の

に
倣
っ
て
読
む
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
次
の
三
点
に
留
意
し
た
。
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い
こ
）

人
間
を
読
む
―
フ
ァ
ン
タ
ジ

ー
の
読
み
方
を
漢
文
学
習
に



１
　
登
場
人
物
を
整
理
し
て
示
す
。

２
　
全
体
像
の
把
握
を
早
い
段
階
で
行
う
。

３
　
数
名
の
人
物
を
選
び
、
個
々
の
心
情
に
迫
る
。

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
は
人
物
紹
介
と
地
図
が
あ
る
。
登
場
人
物
が

複
数
の
名
を
持
つ
こ
と
も
多
い
が
、
子
ど
も
た
ち
は
予
め
人
物
紹

介
を
見
、
ま
た
確
認
し
な
が
ら
読
む
た
め
、
混
乱
が
な
い
。
漢
文

で
も
、
字
や
出
身
、
地
位
等
、
登
場
人
物
に
関
す
る
情
報
を
予
め

人
物
紹
介
と
し
て
ノ
ー
ト
（
あ
る
い
は
プ
リ
ン
ト
）
に
整
理
し
、

そ
の
動
き
が
書
き
込
め
る
地
図
を
用
意
し
て
お
く
と
後
の
理
解
の

助
け
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
。

次
に
、
映
画
か
ら
原
作
に
入
る
の
に
倣
っ
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
の

把
握
を
ま
ず
行
う
。
段
落
毎
に
少
な
い
情
報
か
ら
考
え
る
よ
り
も
、

場
面
や
心
情
の
変
化
に
も
気
づ
き
や
す
い
し
、
比
較
対
照
に
よ
っ

て
理
解
も
容
易
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
上
で
、
人
物
を
絞
り
、
心
情
を
追
う
。
映
画
で
も
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
数
名
の
登
場
人
物
を
観
客
は
追
い
、
感
情
移
入

し
て
い
る
よ
う
に
。

あ
く
ま
で
日
常
の
授
業
の
中
で
の
工
夫
を
模
索
し
て
い
る
。
学

習
の
実
際
を
、
以
下
簡
単
に
紹
介
す
る
。（

二
〇
〇
三
年
二
月
実
施
）

【
第
一
時
】

１
　
リ
ー
ド
文
、
地
図
か
ら
呉
越
両
国
の
関
係
を
理
解
す
る
。

２

呉
・
越
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
が
対
照
で
き
る
よ
う
に
図
示

し
、
随
時
説
明
を
書
き
込
め
る
よ
う
準
備
す
る
。

３
　
訓
読
の
確
認
と
練
習
。

４

伍
員
に
つ
い
て
の
説
明
部
分
を
理
解
し
、
地
図
に
書
き

こ
む
。

【
第
二
時
】

１

全
体
を
時
間
で
分
け
「
だ
れ
が
」「
ど
う
し
た
」「
ど
こ

で
」
を
確
認
、
地
図
に
書
き
込
み
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
つ
か

む
。

２

疑
問
点
を
出
し
合
い
、
人
物
の
心
情
理
解
に
つ
な
が
る

も
の
は
絞
り
込
ん
で
残
し
、
そ
れ
以
外
は
解
決
す
る
。

３

書
き
下
し
文
（
家
庭
学
習
）
を
相
互
に
添
削
。
疑
問
は

全
体
で
検
討
、
解
決
す
る
。
時
間
の
許
す
限
り
音
読
練
習
。

【
第
三
・
四
時
】

１
　
人
物
の
行
動
と
そ
の
心
情
を
考
え
る
。

①
伍
員
も
范
蠡
も
と
も
に
「
不
可
」
と
い
う
。
な
ぜ
彼

ら
は
そ
う
考
え
た
の
か
。

②
伍
員
の
主
張
に
従
わ
な
か
っ
た
夫
差
と
、
范
蠡
に
従
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っ
た
句
践
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
理
由
を

考
え
る
。

③
夫
差
か
ら
剣
を
賜
っ
た
伍
員
の
心
情
を
考
え
る
。

④
呉
人
が
憐
れ
ん
だ
の
は
ど
う
い
う
点
か
。
ま
た
、
な

ぜ
か
。

⑤
死
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
の
夫
差
の
心
情
を
考
え

る
。

２
　
ど
の
人
物
が
ど
う
い
う
点
で
心
に
残
る
か
、
ノ
ー
ト
に

記
述
し
、
発
表
準
備
を
す
る
。

３
　
音
読
練
習
。「
乃
」
の
働
き
を
意
識
し
て
音
読
す
る
。

書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
指
摘
で
満
足
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
こ

の
と
き
、
た
と
え
ば
②
の
問
い
に
際
し
て
こ
う
尋
ね
る
、「
窮
鳥

懐
に
入
ら
ば
…
…
と
い
う
こ
と
わ
ざ
も
あ
る
。
あ
な
た
な
ら
、
相

手
を
は
ね
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
。

こ
う
い
う
問
い
か
け
が
大
切
な
の
で
は
な
い
か
。
時
空
を
超
え

て
、
自
分
が
そ
の
と
き
そ
の
立
場
だ
っ
た
ら
、
と
考
え
る
こ
と
で
、

生
徒
は
よ
り
深
く
問
い
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
自
ら

夫
差
の
中
に
勝
者
の
驕
り
と
誰
も
が
持
つ
人
間
ら
し
い
甘
さ
を
見

い
だ
す
。
そ
の
時
初
め
て
「
臥
薪
」「
嘗
胆
」
の
必
然
性
が
理
解

で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
た
と
え
ば
④
で
、「
あ
な
た
が
呉
の
人
で
あ
っ
た
と
し

て
、
他
国
者
の
伍
員
の
た
め
に
、
祠
を
つ
く
る
な
ど
す
る
だ
ろ
う

か
」
と
問
い
か
け
る
。
す
る
と
生
徒
た
ち
は
再
び
伍
員
の
足
跡
を

た
ど
り
始
め
、
③
に
立
ち
返
っ
て
「
わ
か
っ
た
」
と
口
に
す
る
。

こ
う
し
て
初
め
て
③
に
つ
い
て
も
腑
に
落
ち
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
と
き
生
徒
は
「
ど
う
し
て
漢
文
な
ん
か
勉
強
す
る
の

か
」
な
ど
と
は
口
に
し
な
い
。
今
回
は
最
後
の
発
表
時
間
が
持
て

な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。
漢
文
に
苦
手
意
識
の
強
い
生
徒

も
、
こ
と
人
物
に
つ
い
て
は
一
言
あ
っ
た
ら
し
い
。
授
業
後
に
あ

れ
こ
れ
聞
こ
え
た
人
物
評
を
全
体
の
も
の
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と

が
惜
し
ま
れ
る
。

漢
文
の
授
業
時
間
は
減
少
の
一
途
と
い
う
現
実
の
中
で
、
そ
れ

で
も
、
漢
文
の
お
も
し
ろ
さ
だ
け
は
伝
え
た
い
と
、
有
志
が
毎
月

本
校
に
集
ま
っ
て
漢
文
教
育
研
究
会
を
開
い
て
い
る
。
今
年
度
は

史
伝
に
つ
い
て
の
過
去
の
事
例
研
究
も
始
め
た
。
工
夫
の
跡
か
ら

学
ぶ
こ
と
は
多
い
。
そ
し
て
ま
す
ま
す
漢
文
は
お
も
し
ろ
い
、
と

思
う
。
漢
文
を
読
む
こ
と
は
紛
れ
も
な
く
人
間
を
読
む
こ
と
で
あ

ろ
う
。
史
話
に
限
ら
ず
、
漢
文
に
は
凝
縮
さ
れ
た
人
間
の
姿
や
知

恵
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

漢
文
で
し
か
学
べ
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
第
一
、

日
本
文
化
を
陰
に
陽
に
支
え
続
け
た
の
は
、
漢
文
で
は
な
か
っ
た

か
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
心
踊
ら
せ
る
子
ど
も
た
ち
に
、
漢
文
の
楽

し
さ
を
伝
え
た
い
。
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