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全
国
空
ホ
テ
ル
で
人
と
落

ち
合
う
約
束
に
は
少
し
時
間

が
あ

っ
た
の
で
、
足
の
向
く

ま
ま
に
堂
島
川
周
辺
を
散
歩

す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
も
な

く
、

「堂
島
米
市
場
跡
記
念

碑
」
の
前
に
偶
然
、
出
た
。

ち

ょ
っ
と
奥
ま

っ
て
い
る
の

で
、
こ
れ
ま
で
何
回
と
な
く

通

っ
て
い
た
が
気
が
付
か
な

か

っ
た
。

碑
の

「米
市
場
」
の
文
字

|タ
ヶお、

1″
／
（
ツ
の

が
目
に
留
ま

っ
た
。
こ
の
周

辺
に
各
藩
の
米
蔵
が
建
ち
並

び
、
川
辺
に
寄
せ
ら
れ
た
船

か
ら
お
米
を
威
勢
よ
く
運
び

こ
む
労
働
者
の
姿
が
版
画
と

な

っ
て
、
走
馬
灯
の
よ
う
に

浮
か
ん
で
き
た
。
当
時
の
堂

島
川
の
果
た
し
た
水
運
の
役

割
の
大
き
さ
に
気
付
い
た
。

碑
文
に
目
を
転
じ
る
と
、

こ
う
書
か
れ
て
い
た
。

「享

保
１５

（
１
７
３
０
）
年
　
幕

府
は
堂
島
米
市
場
に
米
の
先

物
取
引
で
あ
る
帳
合
米
取
引

を
公
認
し
た
。
そ
の
取
引
の

手
法
は
現
在
の
大
阪
証
券
取

引
所
を
は
じ
め
と
す
る
、
世

界
各
地
に
於
け
る
組
織
さ
れ

た
商
品
、
証
券
、
金
融
先
物

取
引
の
先
駆
を
な
す
も
の
で

あ
り
、
先
物
取
引
発
祥
の
地

と
さ
れ
て
い
る
。
背
後
の
像

は
昭
和
２８
年
　
彫
刻
家
　
横

江
嘉

純
氏

に
よ

り
制
作

さ

れ
、
昭
和
３０
年
、
堂
島
米
市

場
跡
建
碑
会
よ
り
寄
贈
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
」

碑
文
を
読
み
な
が
ら
、
米

の
先
物
取
引
の
先
駆
性
に
つ

い
て
、
大
学
講
義
の

一
部
を

た
ら
よ
い
か
と
、
心
に
留
め

た
と
こ
ろ
で
タ
イ
ム
ア

ッ
プ

と
な

っ
た
。

こ
の
碑
の
後
ろ
に
置
か
れ

た
稲
を
も

つ
２
人
の
兄
弟
の

像
が
何
か
を
訴
え
て
い
る
よ

う
で
、
１
週
間
後
に
再
び
こ

の
彫
像
の
前
に
立

っ
た
。
「お

米
を
も
う

一
度
大
切
に
育
て

く
だ
さ
い
」
と
訴
え
て
い
る

よ
う
だ

っ
た
。

戦
時
中
、
体
験
学
習
と
い

っ
て
、
小
学
校
の
近
く
の
田

謝
す
る
と
共
に
、
仕
事
の
達

成
感
と
幸
せ
を
味
わ

っ
て
い

た
よ
う
に
思
う
。
戦
後
、
す

べ
て
の
生
活
が
欧
米
ス
タ
イ

ル
に
な
り
、
加
工
食
品
や
個

食
の
増
加
傾
向
が
深
ま
り
、

本
来
の
う
ま
み
の
あ
る
野
菜

や
穀
物
が
少
な
く
な
り
、
揚

げ
句
の
果
て
に
は
農
業
の
工

業
化
ま
で
進
み
、
冷
凍
ギ

ョ

ー
ザ
事
件
の
よ
う
な
こ
と
ま

で
起
き
て
し
ま

っ
た
。

日
本
古
来
の

「育
て
る
」

「お
米
を
も
つ
と
大
切
に
育
て
て
」

思
い
出
し
た
¨
全
国
の
米
価

格
が
こ
こ
で
決
ま
り
、
幕
府

公
認
の
取
引
所
が
設
け
ら
れ

た
１
７
３
０
年
は
、
シ
カ
ゴ

の
商
品
取
引
所
よ
り
１
０
０

年
も
早
い
。
こ
れ
は
大
阪
の

誇
り
で
あ
る
。
こ
の
誇
り
を

今
後
ど
う
発
展
さ
せ
て
い

っ

ん
ぼ
に
稲
刈
り
の
応
援
に
行

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時

の
自
分
の
姿
が
こ
こ
に
あ
る

よ
う
で
、
感
慨
ひ
と
し
お
で

あ

っ
た
。
当
時
、
ど
の
田
ん

ぼ
で
も
、
近
所
の
親
た
ち
や

お
年
寄
り
た
ち
が
力
を
寄
せ

あ

っ
て
働
い
て
い
る
姿
が
、

ダ
ブ

っ
て
思
い
出
さ
れ
た
。

顧
み
る
と
、
終
戦
ま
で
日

本
は
農
耕
文
化
を
は
ぐ
く
ん

で
き
た
。
お
互
い
に
肩
を
寄

せ
合
い

、
助
け
合

っ
て
収
穫

し
た
お
米
や
野
菜
を
食
べ
る

こ
と
で
、
自
然
の
恵
み
に
感

「感
謝
す
る
」
の
こ
こ
ろ
が

衰
退
し
、

一
家
だ
ん
ら
ん
の

食
事
風
景
も
姿
を
消
し
つ
つ

あ
る
。
そ
の
結
果
、
不
健
康

な
身
体
、
意
思
疎
通
の
で
き

な
い
家
族
を
生
み
、
家
庭
崩

壊
に
陥
り
、
青
少
年
の
犯
罪

が
増
え
つ
つ
あ
る
。
日
本
古

来
の
農
耕
文
化
の
コ
ア
に
あ

る

「お
米
」
を
見
直
し
、

一

家
だ
ん
ら
ん
の
中
心
に
置
く

な
ら
ば
、
家
庭
崩
壊
も
少
な

く
な
る
だ
ろ
う
。
今
日
は
稲

穂
を
も
つ
少
年
に
す

っ
か
り

参

っ
て
し
ま

っ
た
。
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