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●
観
光
学
と
は

　

観
光
学
と
は
、
人
々
が
旅
行
す
る
事
を
対

象
に
研
究
す
る
分
野
で
あ
る
。
そ
れ
も
楽
し

み
を
求
め
て
す
る
旅
行
に
つ
い
て
研
究
を
主

と
す
る
。
旅
行
は
、
有
史
以
来
の
人
の
営
み

だ
が
こ
れ
が
近
代
に
入
っ
て
注
目
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら

に
そ
れ
が
学
問
研
究
の
対
象
に
な
る
の
は
、

な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
産
業
化
の
功
罪

と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
農
村
か
ら
都
市
に

集
ま
っ
た
労
働
者
は
飲
酒
や
賭
博
に
溺
れ
る

こ
と
が
多
く
、
彼
ら
の
生
活
改
善
を
目
指
し

て
起
こ
っ
た
禁
酒
運
動
の
ひ
と
つ
と
し
て

“
親
睦
の
た
め
の
団
体
旅
行
”
が
企
画
さ
れ

安
価
で
販
売
さ
れ
た
。
や
が
て
こ
の
運
動
と

商
品
開
発
の
流
れ
は
、
欧
州
に
広
が
り
、
労

働
者
が
積
み
立
て
を
奨
励
し
休
暇
旅
行
を
促

進
す
る
た
め
の
援
助
を
す
る
国
も
登
場
す

る
。
さ
ら
に
、
富
裕
層
の
リ
ゾ
ー
ト
に
対
す

る
労
働
者
の
リ
ゾ
ー
ト
も
開
発
さ
れ
て
行
く

の
で
あ
る
。

　

観
光
の
根
底
に
は
「
何
の
た
め
に
働
く
の

か
」と
言
う
問
い
が
あ
る
。
そ
の
答
え
が「
一

人
々
々
の
豊
か
な
生
活
の
た
め
」
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
観
光
は
、
最
初
は

キ
リ
ス
ト
教
の
社
会
活
動
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
が
、
強
い
社
会
倫
理
と
と
も
に
推
し
進
め

ら
れ
て
世
界
に
広
ま
り
、
近
代
を
代
表
す
る

大
衆
社
会
現
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
、英
語
で
は
旅
行（tour

）に
主
義（+ism
）

を
つ
け
てtourism

と
標
記
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

●
大
衆
文
化
の
ひ
と
つ
、
観
光
現
象

　

現
在
の
観
光
は
、
時
と
し
て
社
会
風
紀
を

乱
す
事
も
あ
る
が
、
新
し
い
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

や
慈
善
活
動
の
場
と
な
る
こ
と
の
方
が
よ
り

多
く
、
豊
か
さ
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
な
っ
て

い
る
。
私
た
ち
は
、
銀
座
に
世
界
の
ラ
グ
ジ

ュ
ア
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
が
次
々
に
店
舗
を
構

え
、
景
観
が
か
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
あ

る
い
は
東
日
本
大
震
災
の
後
し
ば
ら
く
続
い

た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
大
き
な
動

き
に
思
い
を
馳
せ
る
時
、
大
衆
に
支
え
ら
れ

た
観
光
の
持
つ
力
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

　

観
光
が
大
衆
社
会
現
象
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
の
素
材
と
し
て
頻
繁

に
使
わ
れ
て
き
た
。
観
光
地
が
小
説
の
舞
台

と
な
る
に
は
、
地
名
・
位
置
・
気
候
・
歴
史

な
ど
と
そ
の
楽
し
み
方
を
読
者
（
大
衆
）
が

想
像
で
き
る
前
提
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例

え
ば
、
角
田
光
代
氏
の
短
編
に
『
誕
生
日
休

暇
』１
と
言
う
作
品
が
あ
る
。
主
人
公
の
女

性
は
、
転
職
し
た
会
社
に
あ
る
誕
生
日
休
暇

制
度
を
利
用
し
て
、
同
僚
の
勧
め
を
う
け
て

気
乗
り
の
し
な
い
ハ
ワ
イ
に
出
か
け
る
。
し

か
し
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
男
性
か
ら
結
婚
に

至
る
複
雑
な
話
を
聴
き
、
彼
の
よ
う
な
偶
然

の
な
が
れ
に
身
を
任
せ
る
人
生
も
あ
る
と
気

づ
く
物
語
で
あ
る
。
こ
の
小
説
で
は
、
ハ
ワ

イ
と
言
う
典
型
的
な
観
光
地
（
日
本
人
に
は

い
く
ぶ
ん
つ
ま
ら
な
い
観
光
地
）
へ
の
旅
行

（
個
性
の
無
い
観
光
）
に
対
す
る
読
者
の
共

通
連
想
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。そ
の
結
果
、

離
れ
た
土
地

4
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4

4

4

（
観
光
地
）
で
主
人
公
が
男
性

と
偶
然

4

4

に
出
会
う
筋
書
き
は
自
然
な
も
の
と

な
る
。

●
小
説
の
舞
台
と
し
て
の
観
光

　

観
光
が
文
学
の
背
景
と
し
て
意
味
を
為
す

基
底
的
な
大
衆
文
化
と
な
っ
た
の
は
、
ト
マ

ス
・
ク
ッ
ク
な
ど
の
旅
行
社
な
ど
に
よ
る
旅

行
の
標
準
化
と
関
係
し
て
お
り
、
近
代
化
の

過
程
で
人
々
が
観
光
旅
行
や
観
光
地
で
共
通

の
旅
行
経
験
を
積
み
重
ね
た
事
に
由
来
す
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る
。
こ
れ
は
、
人
々
に
観
光
地
の
位
置
や
景

観
や
気
候
な
ど
の
事
実
に
対
す
る
認
識
を
作

り
上
げ
る
と
同
時
に
、
旅
行
者
の
経
験
や
観

光
産
業
の
商
品
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
働
く

人
々
へ
の
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
、
価
値

を
創
り
出
し
た
。
そ
れ
ら
が
、
観
光
と
言
う

言
葉
（
経
験
）
へ
の
コ
ノ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を

創
造
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

 

「
京
都
」
と
言
え
ば
“
修
学
旅
行
”、
そ
れ

は
学
生
時
代
の
悪
戯
の
思
い
出
や
甘
い
思
い

出
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
温
泉
地
「
熱

海
」
と
な
る
と
“
大
人
の
遊
び
場
”
と
な
っ

て
行
く
の
だ
。
観
光
産
業
に
と
り
、
広
告
宣

伝
費
を
節
約
す
る
働
き
を
持
つ
が
、
反
対
に

人
々
の
関
心
が
薄
れ
る
と
今
度
は
重
い
枷
と

な
り
纏
わ
り
付
く
厄
介
な
も
の
と
な
っ
て
し

ま
う
。
文
学
の
世
界
、
あ
る
い
は
ポ
ピ
ュ
ラ

ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
世
界
な
ど
で
は
、
こ
れ

ら
が
大
衆
文
化
を
表
現
す
る
た
め
の
創
作
の

素
材
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

観
光
地
の
位
置
や
気
候
な
ど
に
特
段
の
関

心
を
払
う
は
、
大
衆
小
説
の
ひ
と
つ
で
あ
る

推
理
小
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
純
文
学
を
代

表
し
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
で
あ
る
川
端
康
成
氏

も
、多
く
の
作
品
で
舞
台
を
観
光
地
に
と
り
、

そ
こ
で
生
活
す
る
人
々
と
旅
行
者
の
交
流
、

喜
び
と
葛
藤
を
描
い
て
い
る
。
観
光
地
の
イ

メ
ー
ジ
が
巧
み
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
川
端
氏
が
描
く
、
列
車
、
景
観
、
町
の

風
情
は
実
に
精
緻
で
旅
情
に
富
ん
で
い
る
。

観
光
が
大
衆
社
会
現
象
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

大
衆
小
説
ば
か
り
か
文
学
の
世
界
全
般
に
お

い
て
も
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
素
材
と
な
り
う
る

こ
と
を
理
解
で
き
る
素
晴
ら
し
い
例
で
あ

る
。

●
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
の
理
解
の
試
み

　

本
誌
は
、
江
戸
川
乱
歩
大
衆
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
が
発
行
す
る
雑
誌
で
あ
る
。
乱
歩
氏

の
作
品
に
も
観
光
が
舞
台
と
な
る
作
品
『
押

絵
と
旅
す
る
男
』２
が
あ
る
。
富
山
県
の
魚

津
へ
蜃
気
楼
を
観
に
行
っ
た
帰
り
、
主
人
公

の
「
私
」
は
上
野
に
向
か
う
汽
車
の
二
等
車

に
乗
る
と
、
そ
こ
に
は
も
う
一
人
、
風
呂
敷

包
み
を
持
っ
た
「
男
」
が
居
た
。
興
味
を
持

ち
観
察
し
て
い
る
と
、「
男
」
は
や
が
て
風

呂
敷
の
中
身
を
見
せ
る
が
、
そ
れ
は
洋
装
の

老
人
と
振
袖
を
着
た
美
少
女
の
押
絵
だ
っ

た
。
老
人
は
自
分
の
兄
で
あ
る
と
言
い
彼
ら

の
「
身
の
上
話
」
を
語
る
。「
男
」
は
、
ひ

と
し
き
り
語
り
終
わ
る
と
風
呂
敷
で
押
絵
を

包
み
、
途
中
駅
で
下
車
し
て
し
ま
う
話
だ
。

　

謎
め
い
た
話
は
、乱
歩
氏
の
作
品
ら
し
い
。

こ
の
小
説
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
１
９
２
９
年

（
昭
和
４
年
）
で
あ
り
、
舞
台
と
な
っ
て
い

る
の
は
関
東
大
震
災
（
１
９
２
３
年
）
前
の

明
治
末
期
か
ら
小
説
が
書
か
れ
た
昭
和
の
ご

く
始
め
と
言
う
設
定
で
あ
る
。

●
な
ぜ
北
陸
本
線
の
列
車
の
中
な
の
か
…

　

主
人
公
が
「
男
」
と
出
会
う
、
富
山
県
の

魚
津
に
蜃
気
楼
を
観
に
行
っ
た
帰
り

4

4

と
言
う

設
定
は
、
本
文
中
に
「
私
は
何
時
の
何
日
に

魚
津
へ
行
っ
た
の
だ
と
、
ハ
ッ
キ
リ
証
拠
を

示
す
こ
と
が
出
来
ぬ
。」
と
曖
昧
さ
を
も
っ

て
書
か
れ
て
お
り
、文
学
的
に
は
こ
の
「
男
」

と
の
出
会
い
を
幻
想
的
に
す
る
仕
掛
け
と
す

る
理
解
が
妥
当
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
大
衆
小
説
を
読
む
場
合
、

“
曖
昧
さ
”
が
幻
想
的
世
界
を
導
く
と
し
て

も
、
物
語
論
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
現
実

理
解
（
大
衆
性
の
理
解
）
の
上
に
そ
れ
が
成

立
し
て
い
る
か
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、「
ハ
ッ
キ
リ
証
拠

を
示
す
こ
と
が
出
来
ぬ
。」
と
言
う
く
だ
り

が
、直
前
の「
私
が
こ
の
話
を
す
る
と
、時
々
、

お
前
は
魚
津
な
ん
か
へ
行
っ
た
こ
と
は
な
い

じ
ゃ
な
い
か
と
、
友
達
に
突
込
ま
れ
る
こ
と

が
あ
る
。」
と
言
う
問
い
に
対
す
る
答
え
と

言
う
談
話
論
的
で
単
純
な
解
釈
に
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
れ
で
は
、
大
衆
文
学
を
論
ず
る
に

読
者
を
無
視
し
た
理
解
の
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　

も
し
、
こ
の
く
だ
り
が
談
話
論
的
掛
け
合

い
な
ら
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
魚
津
に
行
っ
た
帰
り

に
北
陸
本
線
の
列
車
に
乗
り
信
越
本
線
に
向

か
い
北
進
す
る
必
要
は
無
い
。
さ
ら
に
二
等

車
に
乗
車
す
る
必
要
も
無
い
。
物
語
を
き
ち

ん
と
読
も
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
友

人
≒
読
者
を
わ
ざ
わ
ざ
登
場
さ
せ
て
、
そ
れ

が
読
み
方
を
誘
導
す
る
仕
掛
け
で
は
な
い
か

と
言
う
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。昭
和
の
初
期
、

す
で
に
こ
の
小
説
を
読
む
読
者
に
は
「
魚
津

の
蜃
気
楼
の
持
つ
幻
想
性
を
楽
し
む
」
と
言

う
観
光
へ
の
共
通
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
を
仮

定
し
て
み
る
と
、
そ
の
効
果
が
何
な
の
か
解

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
で
は
す
で
に
江
戸
時
代
に
旅
行
指
南

書
の
よ
う
な
道
中
記
が
多
く
出
版
さ
れ
て
お

り
旅
を
楽
し
む
技
法
は
社
会
に
共
有
さ
れ
て

い
た
が
、
近
代
的
な
観
光
ガ
イ
ド
は
、
１
９

１
３
年
（
大
正
２
年
）
に
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー

リ
ス
ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー
が「
ツ
ー
リ
ス
ト
」を
、

つ
い
で
１
９
２
２
年
（
大
正
11
年
）
に
当
時

の
鉄
道
省
内
に
設
け
ら
れ
た
「
日
本
旅
行
文

化
協
会
」
と
「
日
本
旅
行
協
会
」
に
よ
り
雑

誌
「
旅
」
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
待
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
日
本
文
化
協
会
」
の

中
心
人
物
は
、
三
好
善
一
、
大
町
桂
月
、
田

山
花
袋
ら
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
近
代
的

4
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な
旅
楽
し
み
方

4

4

4

4

4

の
出
発
点
で
詩
人
や
小
説
家

た
ち
の
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
が
窺
え
る

の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、『
押
絵
と

旅
す
る
男
』
の
読
者
が
、
他
の
文
学
作
品
や

絵
や
写
真
な
ど
か
ら
培
わ
れ
た
近
代
的
な
旅

の
楽
し
み
方
か
ら
「
魚
津
の
蜃
気
楼
を
楽
し

む
旅
」
へ
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
出
来
て
も
お



か
し
く
な
い
。

ま
た
、
北
陸
本
線
は
米
原
側
か
ら
敷
設
さ

れ
魚
津
に
至
る
の
は
１
９
０
８
年
（
明
治
41

年
）、
直
江
津
ま
で
全
通
す
る
の
は
１
９
１

３
（
大
正
２
年
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
１
９

２
８
年
（
昭
和
３
年
）
に
、
そ
の
後
の
鉄
道

敷
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
故
、
柳
ヶ

瀬
ト
ン
ネ
ル
内
で
の
機
関
車
運
転
手
窒
息
事

故
が
発
生
す
る
。
小
説
が
出
版
さ
れ
た
こ
の

時
期
、
人
々
の
関
心
は
否
が
応
で
も
北
陸
本

線
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、当
時
の
列
車
等
級
は
三
階
級
で
、

一
等
車
は
限
ら
れ
た
列
車
に
し
か
連
結
さ
れ

て
お
ら
ず
、「
男
」
と
出
会
っ
た
車
両
は
北

陸
本
線
で
は
優
等
車
両
で
、
二
等
車
の
運
賃

は
三
等
車
の
二
倍
、
成
功
者
あ
る
い
は
階
級

の
上
の
人
の
た
め
の
車
両
で
あ
っ
た
。
押
し

絵
の
兄
と
旅
行
す
る
「
男
」
の
不
思
議
さ
と

「
私
」
の
不
安
は
、
二
等
車
の
特
性
か
ら
強

調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
柳
ヶ
瀬
ト
ン
ネ
ル
と
は
逆
の

方
向
に
進
む
車
両
を
舞
台
と
し
て
、「
閉
じ

込
め
ら
れ
た
世
界
の
人
（
押
絵
の
中
の
兄
）

の
命
に
纏
わ
る
話
」
を
語
る
こ
と
は
、
逆
方

向
に
も
不
思
議
な
出
来
事
の
暗
示
を
与
え
、

読
者
に
不
安
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
鉄
道
敷
設
の
経
緯
や
当
時
の
出
来

事
、
そ
し
て
近
代
観
光
の
イ
メ
ー
ジ
が
小
説

で
当
た
り
前
に
用
い
ら
れ
て
い
た
当
時
の
時

代
性
か
ら
読
み
解
く
と
、「
蜃
気
楼
を
観
に

行
く
」
と
言
う
設
定
が
極
め
て
大
衆
的
で
あ

り
、
読
者
と
の
相
互
性
の
上
に
成
り
立
っ
て

い
る
こ
と
が
解
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

乱
歩
氏
は
、こ
の
小
説
を
執
筆
し
た
当
時
、

大
衆
文
化
の
中
心
が
浅
草
か
ら
銀
座
に
移
っ

て
行
く
こ
と
に
さ
び
し
さ
を
も
っ
て
い
た
と

も
言
わ
れ
て
い
る
。
建
物
の
フ
ァ
サ
ー
ド
ま

で
も
統
一
的
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
欧
州
風
の

町
並
が
“
モ
ダ
ン
”
の
象
徴
と
な
っ
て
い
く
。

そ
れ
に
よ
っ
て
“
過
去
”
と
な
る
「
浅
草
」

に
対
す
る
人
々
の
反
応
は
、
無
差
別
に
「
浅

草
」
の
良
さ
ま
で
失
わ
せ
る
と
考
え
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
人
々
の
“
楽
し
さ
”
に
対
す

る
志
向
に
敏
感
に
反
応
し
つ
つ
、
娯
楽
の
核

心
を
突
こ
う
と
す
る
乱
歩
氏
の
姿
勢
は
、
時

代
を
超
え
て
今
日
の
観
光
研
究
に
も
示
唆
に

富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
観
光
は
「
楽
し
み
の

た
め
の
旅
行
」と
定
義
さ
れ
る
が
、“
楽
し
み
”

を
忘
れ
て
そ
れ
は
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ

る
。
■

１
角
田
光
代
（
２
０
０
２
）「
誕
生
日
休
暇
」、『
だ

れ
か
の
い
と
し
い
ひ
と
』
白
泉
社

２
『
新
青
年
』
１
９
２
９
年
６
月
号
に
掲
載
さ
れ
た

短
編
作
品
。
本
稿
で
は
、
岩
波
文
庫
『
江
戸
川

乱
歩
短
編
集
』
第
４
刷
（
２
０
１
０
年
）
を
用

い
た
。

村
上　

和
夫
（
立
教
大
学
観
光
学
部
教
授
）

昨
年
の
暮
れ
、
突
然
小
学
校
時
代
の
同
級

生
か
ら
連
絡
が
あ
り
、
池
袋
で
会
食
し
ま
し

た
。
彼
は
現
在
、
都
内
の
大
学
で
朱
子
学
を

講
じ
て
い
ま
す
。
専
攻
は
違
っ
て
も
か
つ
て

の
同
級
生
が
似
た
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
お

り
、
し
か
も
東
京
で
再
会
す
る
と
い
う
の
は

地
方
出
身
者
に
し
て
み
る
と
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク

に
感
じ
て
し
ま
う
こ
と
な
の
で
す
（
人
口
が

世
田
谷
区
よ
り
も
少
な
い
山
梨
県
出
身
者
の

こ
と
で
す
か
ら
尚
更
で
す
。
こ
れ
が
鳥
取
出

身
と
も
な
れ
ば
…
…
以
下
自
粛
）。

場
所
は
彼
が
指
定
し
た
池
袋
の
中
華
料
理

店
で
し
た
。
彼
は
専
攻
が
儒
学
で
、
北
京
に

留
学
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
中
国
語
が
堪
能

で
す
。
店
員
に
流
暢
な
中
国
語
で
注
文
を
伝

え
、
私
は
何
が
出
て
く
る
と
も
分
か
ら
ぬ
ま

ま
待
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
時
間
が
流
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
ふ
と
気
付
く
と
店
内
は
中
国
語

で
あ
ふ
れ
、
私
だ
け
が
言
葉
の
分
か
ら
な
い

者
と
し
て
「
こ
こ
は
ど
こ
だ
？
」
と
い
う
疑

似
海
外
旅
行
体
験
を
し
て
い
ま
し
た
。
自
分

に
と
っ
て
最
も
馴
染
み
の
あ
る
池
袋
と
い
う

土
地
で
異
世
界
に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
な
経
験

を
し
た
夜
で
し
た
。
し
か
し
、
私
が
感
じ
た

異
世
界
体
験
を
意
図
的
に
作
り
だ
そ
う
と
い

う
試
み
も
世
の
中
に
あ
る
よ
う
で
す
…
…

演
劇
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
ユ
ニ
ッ
トw

onder

×w
orks 

最
新
作
『
龍
と
オ
イ
ル
』（
八
鍬

健
之
助
・
作
演
出
、
二
月
七
日
～
一
一
日
、

新
宿SPA

CE107

）
は
中
国
残
留
邦
人
の

「
引
き
揚
げ
支
援
」
を
ひ
と
つ
の
軸
と
し
て
、

九
〇
年
代
初
頭
に
帰
国
し
た
一
家
の
三
世
代

に
渡
る
悲
喜
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
物
語
で

あ
る
。
二
時
間
一
五
分
の
上
演
時
間
は
、
主

人
公
姉
弟
と
そ
の
父
母
が
描
か
れ
る
一
九
九

二
年
を
舞
台
と
し
た
時
間
と
、
主
人
公
の
娘

と
そ
の
恋
人
が
中
心
に
描
か
れ
る
現
在
の
時

間
の
二
つ
の
時
間
に
大
別
さ
れ
る
。
観
る
者

に
こ
の
「
時
間
」
概
念
を
意
識
さ
せ
る
こ
と

に
狙
い
が
あ
る
よ
う
な
構
成
、
演
出
こ
そ
が

本
作
の
魅
力
的
な
問
題
提
起
で
あ
り
批
評
性

で
あ
っ
た
。

ま
ず
前
半
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
一
九
九

二
年
と
い
う
年
は
明
示
さ
れ
な
い
。
観
る
者

は
小
道
具
の
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
る
時
事

ニ
ュ
ー
ス
や
ヒ
ッ
ト
曲
か
ら
九
二
年
が
舞
台

で
あ
る
と
類
推
す
る
し
か
な
い
。
次
に
帰
国

し
た
残
留
邦
人
一
家
（
父
・
母
・
主
人
公
・
弟
）

の
家
庭
内
で
の
会
話
が
圧
倒
的
に
中
国
語
で

乱
歩
邸
と
不
思
議
な
縁
の
話
　
　
大
　
塩
　
竜
　
也
　


