
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一

た
「
探
検
」
の
様
子

作
者
の
「
実
地
」
の

さ
れ
る
。「
少
年
世
界

作
者

水
蔭
の
「
実

水
蔭
の
探
検
記
に
お

り
直
さ
れ
て
い
く
こ

は
じ

硯
友
社
出
身
の
江

検
小
説
や
探
検
記
の

ら
自
身
が
主
筆
と
な

空
の
人
物
（
多
く
は

「
事
実
」

「
事

部
の
探
検
記
に
は
、
水
蔭
自
身
が
友
人

を
描
い
た
も
の
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ

「
探
検
」
が
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が

」
の
「
記
者
通
信
」
な
ど
の
外
部
情

地
」
に
基
づ
く
こ
と
を
読
者
に
保
証
し

け
る
「
実
地
」
の
描
写
は
、「
事
実
」

と
に
な
る
。
明
治
四
〇
年
、
こ
の
よ
う

め
に

見
水
蔭
は
、
明
治
二
八
年
頃
か
ら
、
い

類
を
書
き
始
め
た
。
そ
れ
ら
の
多
く
は

っ
た
博
文
館
の
雑
誌
「
少
年
世
界
」
に

少
年
）
た
ち
が
繰
り
広
げ
る
冒
険
活
劇

と
し
て
の
「
奇
」
と
「
危
」

実
」
と
し
て
の
「
奇
」

｜
｜
江
見
水
蔭
の
「
実
地
探
検

ら
を
伴
っ
て
行
っ

う
な
探
検
記
で
は
、

、
繰
り
返
し
強
調

報
も
、
探
検
記
が

て
い
た
。
そ
し
て
、

の
描
写
と
し
て
語

な
「
実
地
」
を
売

さ
て
、
明

お
い
て
小
説

号
に
「
蒲
団

を
回
顧
し
て

く
見
ら
れ
る

え
で
重
要
と

明
治
三
〇
年

わ
ゆ
る
冒
険
・
探

、
明
治
三
三
年
か

発
表
さ
れ
た
、
架

を
描
い
た
も
の
で

り
物
に
し
た

怪
嶽
』『
実
地
探
検

冠
し
て
い
る

録
さ
れ
て
い

の
「
探
検
」

れ
て
い
る
。

と
「
危
」

」
群
を
手
が
か
り
に
｜
｜

治
四
〇
年
と
い
う
年
に
注
目
す
る
と
、

と
「
事
実
」
の
関
係
を
説
い
た
田
山
花

」
を
発
表
し
て
い
る
。
翌
四
一
年
初
頭

、「
自
然
主
義
」「
自
然
派
」
の
〈
勝
利

。〈
勝
利

の
内
実
は
さ
て
お
き
、
と

さ
れ
る
そ
の
よ
う
な
年
に
、「
実
地
」

代
前
半
の
「
実
地
探
検
」
群
を
水
蔭
が

、
水
蔭
の
三
作
品
集
が
刊
行
さ
れ
た
。

海
竜
窟
』
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
実
地

。『
実
地
探
検
海
竜
窟
』
に
は
架
空
の
冒
険
・

る
が
、
そ
の
他
二
つ
の
作
品
集
は
ど
れ

を
描
い
た
明
治
三
〇
年
代
前
半
初
出
の

熊

谷

前
年
「
事
実
の
人
生
」
に

袋
が
、「
新
小
説
」
九
月

に
は
、
明
治
四
〇
年
文
壇

を
宣
言
す
る
文
章
が
多

も
か
く
小
説
史
を
語
る
う

と
「
事
実
」
を
強
調
し
た

世
に
問
う
た
こ
と
に
は
、

『
実
地

探
検
捕
鯨
船
』『
実
地

探
検
奇
窟

探
検
」
の
四
字
を
角
書
に

探
検
を
描
い
た
小
説
も
収

も
水
蔭
と
そ
の
周
辺
人
物

探
検
記
群
に
よ
り
構
成
さ

八
四

昭

宏



「
事
実
」

が
中
心
と
な
る
。一

、

『
実
地

探
検
奇
窟
怪
嶽
』

検
」（「
武
州
日
原
鍾
乳
洞
探

を
書
く
際
の
モ
ラ
ル

明
ら
か
に
す
る
。
そ

水
蔭
の
「
事
実
」
と

自
然
主
義
小
説
〈
勝

対
象
と
し
て
は
、
江

れ
た
「
実
地
探
検
」

ぶ
こ
と
に
す
る
）
と

説
と
、
文
壇
で
は
ほ

語
を
交
点
と
し
て
奇

み
込
ん
で
眺
め
て
み

一
見
小
説
界
の
主
潮

「
実
地
」「
事
実
」
の

の
前
提
条
件
を
、
逆

本
稿
で
は
、
江
見

注
目
し
て
よ
い
だ
ろ

と
し
て
の
「
奇
」
と
「
危
」

「
奇
」
と
「
危
」
を
め
ぐ
っ
て

に
は
、
奥
多
摩
の
日
原
鍾
乳
洞
探
検
を

検
記
」
を
改
題
）、
長
野
県
戸
隠
山
の

の
よ
う
な
も
の
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ

の
う
え
で
、
田
山
花
袋
の
小
説
論
に
お

を
つ
き
合
わ
せ
、
明
治
四
〇
年
前
後
に

利

の
一
つ
の
前
提
を
示
し
て
み
た
い

見
水
蔭
の
『
実
地
探
検
奇
窟
怪
嶽
』『
実
地
探
検
海

（
以
後
、
作
家
の
存
在
が
強
調
さ
れ
る

そ
の
同
時
代
評
、
そ
し
て
田
山
花
袋
の

と
ん
ど
話
題
に
な
ら
な
い
探
検
記
と

妙
な
交
差
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

る
と
、
一
体
ど
の
よ
う
な
問
題
が
浮
上

流
と
は
無
関
係
の
よ
う
な
、
水
蔭
の

問
題
が
、
花
袋
ら
が
〈
勝
利

に
導
い

照
射
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ

水
蔭
の
探
検
記
群
と
同
時
代
評
の
分

う
。
こ
の
年
、
最
盛
期
を
迎
え
つ
つ
あ

描
い
た
「
奇
窟
探

探
検
記
「
怪
嶽
探

は
非
常

の
や
う

忽
ち
叫

れ
て
い
た
の
か
を

け
る
「
事
実
」
と

起
き
た
と
さ
れ
る
、

。
具
体
的
な
分
析

竜
窟
』
に
収
録
さ

探
検
記
を
こ
う
呼

小
説
及
び
小
説
論

ま
れ
る
と
一

た
だ
、
同

光
景
が
「
奇

ぞ
れ
過
剰
に

所
な
ど
が
そ

後
で

が
、「
事
実
」
の
二

状
況
を
さ
ら
に
踏

す
る
の
だ
ろ
う
か
。

探
検
記
に
お
け
る

た
自
然
主
義
小
説

う
か
。

析
か
ら
、「
事
実
」

る
「
奇
窟
探

て
い
る
。
こ

が
明
示
さ
れ

検
」
と
な
っ

は
、「
竜
窟
探

を
読
者
に
想

子
を
語
る
と

っ
た
自
然
主
義
小

検
」（「
戸
隠

に
大
な
る
も
の
で
、
大
き
な
岩
を
数
千

な
大
鳴
動
が
し
た
さ
う
だ
。

（『
実
地

探
検
奇
窟
怪

ぶ
前
衛
の
若
殿
輩
『
大
蛇
！！！

大
蛇
！！！

応
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

時
代
の
一
般
的
な
紀
行
文
と
比
較
す
る

怪
」
な
も
の
と
し
て
、
行
動
が
「
危
険

表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

の
典
型
例
で
あ
る
。

人
か
ら
聴
い
て
見
る
と
、
余
の
墜
落
し

検
（
後
談
）」（「
武
州
日
原
鍾
乳
洞
探
検
後
記

の
う
ち
「
奇
窟
探
検
」
と
「
怪
嶽
探
検

、「
探
検
」
が
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と

て
い
る
。
一
方
、『
実
地

探
検
海
竜
窟
』
で

検
記
」
で
あ
る
。
水
蔭
の
「
実
地
探

起
さ
せ
る
「
余
」
が
、
実
際
に
経
験
し

い
う
形
式
を
と
る
。
そ
の
た
め
、
紀
行

山
探
検
記
」
を
改
題
）、
日
原
鍾
乳
洞

八
五

仭
の
谷
底
に
突
落
し
た
時

嶽
』
よ
り
「
奇
窟
探
検
」）

』（
略
）
正
し
く
大
蛇
！！！

と
、「
余
」
が
目
に
し
た

」
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ

例
え
ば
、
次
に
あ
げ
る
箇

た
時
の
音
響
と
い
ふ
も
の

」
を
改
題
）
が
収
録
さ
れ

」
は
、
作
家
水
蔭
の
存
在

が
強
調
さ
れ
る
「
実
地
探

「
実
地
探
検
」
と
呼
べ
る
の

検
」
は
、
作
家
水
蔭
自
身

た
移
動
（「
探
検
」）
の
様

文
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
含

「
探
検
」
の
後
日
談
で
あ



場
合
は
、
先
に
述
べ

と
が
「
余
」
自
身
に

隠
山
を
描
い
た
明
治

る
。
美
妙
は
「
戸
隠

動
を
、「
や
う
や
く
に

時
の
嬉
し
さ
」
と
表

少
し
も
触
れ
て
い
な

で
将
に
毒
気
を

引
用
は
右
か
ら
そ
れ

神
社
一
の
鳥
居
付
近

の
石
像
を
発
見
し
た

「
数
千
仭
の
谷
底
」「

「
事
実
」

長
さ
五
六
丈
！！！

縄
で
、
鳥
居
に

池
の
中
央
ま
で

は
如
何
に
、
岩

た
が
、
実
は
そ
の
場
に
設
置
さ
れ
て
い

よ
っ
て
直
後
に
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る

の
紀
行
文
に
は
、
山
田
美
妙
の
「
戸
隠

山
紀
行
」
で
、
戸
隠
神
社
一
の
鳥
居
を

し
て
原
の
果
て
に
当
ッ
て
さ

や
か

現
し
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
か
か
る
し

い
。
こ
の
よ
う
な
比
較
か
ら
も
、
水
蔭

吐
か
ん
と
し
つ
ゝ
あ
る
が
如
き
、
大
蛇

（『
実
地

探
検
海
竜
窟
』
よ
り

ぞ
れ
、
鍾
乳
洞
内
部
で
「
余
」
が
滑
落

で
し
め
縄
を
大
蛇
と
見
間
違
え
た
一
行

時
の
描
写
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
が

大
鳴
動
」
等
の
表
現
か
ら
容
易
に
わ

と
し
て
の
「
奇
」
と
「
危
」

太
さ
二
尺
余
！！！

そ
れ
は
大
蛇
に
似

懸
け
た
の
を
取
脱
し
て
あ
つ
た
の
で
あ

（『
実
地

探
検
奇
窟
怪
嶽
』
よ

進
ん
だ
時
に
、
彼
の
岩
陰
を
照
ら
し
た

角
を
ぐ
る

と
巻
い
て
、
頭
を
持
上

た
石
像
で
あ
る
こ

。
水
蔭
以
前
に
戸

山
紀
行
」
等
が
あ

発
見
し
た
時
の
感

な
鳥
居
を
認
め
た

め
縄
に
つ
い
て
は

の
「
実
地
探
検
」

の
意
見
で
あ

ら
投
稿
さ
れ

戸
隠
山

説
等
は

目
で
す

こ
れ
は
、
同

の
要
望
で
あ

、
嗚
呼
、
大
蛇
。

「
竜
窟
探
検
記
」）

し
た
様
子
、
戸
隠

、
岩
窟
内
部
で
蛇

過
剰
で
あ
る
の
は
、

か
る
。「
大
蛇
」
の

る
「
少
年
世

月
、「
少
年
世

た
。

江
見
水

せ
ら
れ

之
候
（

当
時
連
載
中

た
る
大
き
な
四
明

ら
う
。

り
「
怪
嶽
探
検
」）

探
暗
燈
の
光
！！！
這

げ
、
此
方
を
睨
ん

の
表
現
が
過

が
、『
実
地

探
検
奇

現
に
満
ち
て

同
時
代
評

の
表
現
を
肯

検
」
に
肯
定

る
。
ま
た
、
明
治
三
四
年
一
二
月
、
福

た
文
章
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ

探
検
記
を
少
し
多
く
書
い
て
下
さ
い
、

の
け
て
も
よ
い
か
ら
（
略
）
余
り
下
さ

か
ら
之
で
止
め
に
し
ま
す

グ
ツ
ド
バ

じ
く
「
少
年
世
界
」
に
連
載
中
の
「
戸

る
。
こ
れ
ら
の
投
稿
文
か
ら
わ
か
る
の

界
」
を
愛
読
す
る
少
年
た
ち
だ
っ
た
。

界
」
の
「
読
者
通
信
」
欄
に
次
の
よ

蔭
先
生
の
鍾
乳
洞
探
検
の
行
を
頗
る
壮

ざ
る
も
今
年
暑
中
休
暇
の
頃
生
も
同
洞

略
）

で
あ
っ
た
、
水
蔭
の
「
鍾
乳
洞
探
検
記

剰
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
引
用

窟
怪
嶽
』
と
『
実
地

探
検
海
竜
窟
』
の
諸
篇

い
る
。

を
見
る
と
、「
実
地
探
検
」
の
評
価
は

定
す
る
立
場
と
否
定
す
る
立
場
に
二
分

的
な
評
価
を
与
え
た
の
は
主
に
、
水
蔭

岡
県
に
住
む
あ
る
少
年
か

る
。

他
の
面
白
く
も
な
い
、
小

い

と
云
つ
た
処
で
駄

イ隠
山
探
検
記
」
に
つ
い
て

は
、「
実
地
探
検
」
の
愛

例
え
ば
、
明
治
三
四
年
二

う
な
投
稿
文
が
掲
載
さ
れ

と
致
し
固
よ
り
確
然
予
期

探
検
致
し
度
き
所
存
に
有

見
坊
田
鶴
雄

」
に
胸
を
躍
ら
せ
る
読
者

八
六

し
た
の
は
ご
く
一
部
分
だ

は
こ
の
よ
う
な
過
剰
な
表

や
は
り
、「
奇
」
と
「
危
」

さ
れ
て
い
る
。「
実
地
探

の
重
要
な
活
躍
の
場
で
あ



「
事
実
」

的
紀
行
に
適
当

ば
す
べ
き
点
は

綿
た
る
詩
の
上

と
い
う
よ
う
に
説
明

「
探
奇
的
紀
行
」
と
い

わ
れ
は
（
略
）

つ
ま
ら
な
き
道

と
い
う
よ
う
な
水
蔭

楽
」
と
は
、
水
蔭
の

冒
険
小
説
類
を
含
め

後
の
「
新
文
芸
」
誌

其
文
才
は
人
情

供
す
る
、
過
剰
な
「

実
際
に
書
か
れ
た
「

あ
る
。

一
方
文
壇
で
は
、

的
な
小
説
の
姿
か
ら

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
位

連
載
中
の
明
治
三
四

読
者
（
特
に
少
年
た

と
し
て
の
「
奇
」
と
「
危
」

し
た
る
文
才
な
り
。
さ
れ
ば
、
水
蔭
の

、
単
に
人
の
好
奇
心
に
投
ず
る
結
構
に

に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
人
情
の
機

う
対
立
が
設
定
さ
れ
、
水
蔭
は
後
者

其
抑
へ
が
た
き
熱
血
を
専
ら
作
物
の
上

楽
の
上
に
消
耗
す
る
を
惜
し
ま
ず
む
ば

批
判
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る

行
う
「
探
検
」
と
そ
れ
を
描
く
「
実

た
も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様

上
に
も
見
ら
れ
、
水
蔭
の
作
家
と
し
て

の
機
微
を
穿
つ
に
適
当
な
る
文
才
に
あ

奇
」
と
「
危
」
の
表
現
だ
と
い
う
こ
と

探
検
」
を
再
現
す
る
こ
と
を
企
て
た
人

彼
の
「
実
地
探
検
」
や
冒
険
小
説
・
探

は
か
け
離
れ
た
、
一
流
作
家
が
世
に
問

置
づ
け
ら
れ
て
い
く
。
例
え
ば
、「
武
州

日
原

年
三
月
、「
文
芸
倶
楽
部
」
の
「
無
題

ち
）
が
歓
迎
し
て
い
る
の
は
、
想
像
上

小
説
の
読
者
を
歓

存
し
て
、
情
緒
纒

微
を
穿
つ
」
文
と

に
長
け
た
作
家
と

し
て
益
々
純

水
蔭
は
自
身

列
に
分
類
し

文
学
」
の
語

こ
と
か
ら
、

に
傾
注
せ
ず
し
て
、

あ
ら
ず
。

「
つ
ま
ら
な
き
道

地
探
検
」、
そ
し
て

の
批
判
は
三
ヶ
月

の
才
能
は
、

ら
ず
し
て
、
探
奇

文
と
は
、
水

情
」
を
主
軸

は
小
説
と
対

関
わ
る
こ
と

後
年
の
著

頃
を
振
り
返

た
」
と
述
べ

で
あ
る
。
中
に
は
、

々
も
い
た
よ
う
で

検
小
説
は
、
理
想

う
べ
き
で
は
な
い

鍾
乳
洞
探
検
記
」

録
」
に
は
、

重
要
な
の

値
の
高
低
だ

に
」
読
者
の

「
人
情
の
機
微

な
価
値
の
低

こ
れ
と
同
じ

「
実
地
探
検
」

の
「
探
検
」
を
提

い
う
位
置
づ

文
学
界
か
ら
は
遠
ざ
か
り
行
く
の
で
あ

の
仕
事
を
「
純
文
芸
」「
純
文
学
」
の

、「
実
地
探
検
」
を
後
者
に
位
置
付
け

は
、
水
蔭
が
そ
こ
か
ら
「
遠
ざ
か
り
つ

明
治
二
〇
年
代
の
自
身
の
「
人
情
」
小

蔭
の
作
家
履
歴
か
ら
考
え
れ
ば
、「
女

と
し
た
小
説
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
推

置
さ
れ
る
こ
と
で
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

書
『
自
己
中
心
明
治
文
壇
史
』
で
水
蔭
は
、

り
、「
次
第
々
々
に
、
純
文
芸
と
遠
ざ

る
。
ま
た
、『
実
地
探
検
奇
窟
怪
嶽
』
等
の
刊

は
、
こ
の
対
立
に
お
い
て
、
両
者
の
差

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
評
者
は
水

「
好
奇
心
に
投
ず
る
結
構
」
に
あ
る
の

を
穿
つ
」
文
と
比
較
し
た
場
合
の
「

さ
を
示
し
て
い
る
。
先
の
「
文
芸
倶
楽

対
立
が
暗
に
設
定
さ
れ
、
相
対
的
に

が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

け
が
な
さ
れ
る
。

八
七

つ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
。

系
列
と
そ
こ
か
ら
遠
い
系

て
い
る
。「
純
文
芸
」「
純

ゝ
行
く
」
と
感
じ
て
い
た

説
を
指
す
こ
と
は
容
易
に

房
殺
し
」
の
よ
う
な
「
人

測
さ
れ
る
。「
実
地
探
検
」

覇
権
争
い
と
い
う
問
題
に

明
治
三
五
年
の
秋
か
ら
冬

か
り
つ
ゝ
行
く
の
で
あ
つ

行
に
つ
い
て
も
、「
斯
う

異
が
「
文
」
と
し
て
の
価

蔭
の
文
才
の
要
点
を
「
単

み
と
し
て
い
る
。
評
者
は
、

探
奇
的
紀
行
」
の
相
対
的

部
」
で
の
批
判
文
に
も
、

価
値
の
低
い
も
の
と
し
て

。「
人
情
の
機
微
を
穿
つ
」



に
な
る
と
考
え
る
の

初
期
主
要
メ
ン
バ
ー

鍾
乳
洞
」
と
い
う
紀

翌
年
『
実
地
探
検
奇
窟
怪
嶽

「
武
州

日
原
鍾
乳
洞
探
検
記

江
見
氏
の
墜
落

の
崖
は
右
の
道

る
。

二
、

水
蔭
の
「
実
地
探

行
う
人
々
か
ら
も
寄

検
」
者
た
ち
に
よ
る

の
「
実
地
探
検
」
群

「
事
実
」

わ
か
る
。
つ
ま
り
、

あ
る
が
、
水
蔭
も
「

理
で
も
っ
て
、
自
身

本
稿
で
は
小
説
と
比

判
断
の
正
当
性
を
問

よ
う
な
価
値
判
断
の

で
あ
る
。
小
島
烏
水
ら
に
よ
っ
て
結
成

で
あ
る
梅
沢
親
光
は
、
明
治
三
九
年

行
文
を
雑
誌
「
山
岳
」
に
発
表
し
て
い

』
に
「
奇
窟
探
検
」
と
し
て
収
録
さ

」
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。

し
た
と
云
ふ
岸
の
上
へ
出
る
と
云
ふ
の

の
左
手
に
あ
つ
て
存
外
勾
配
が
あ
る
墜

「
実
地
探
検
」
の
「
事
実
」

検
」
に
対
す
る
批
判
的
な
意
見
は
、

せ
ら
れ
て
い
る
。
先
取
り
し
て
言
う
な

批
判
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
明
治
四
〇

が
「
事
実
」
と
共
に
語
ら
れ
る
こ
と
の

と
し
て
の
「
奇
」
と
「
危
」

後
に
意
味
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
か
つ

文
芸
倶
楽
部
」
や
「
新
文
芸
」
に
お
け

の
「
実
地
探
検
」
を
評
価
し
て
い
る
の

較
し
た
場
合
の
「
実
地
探
検
」
の
相
対

題
に
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
と

前
提
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か

さ
れ
た
山
岳
会
の

六
月
、「
仙
元
嶺
と

る
。
そ
こ
で
は
、

れ
る
こ
と
に
な
る
、

で
右
を
行
た
、
そ

落
等
が
出
来
る
筈

指
摘
す
る
。

「
此
頃
流
行
の

を
位
置
づ
け

い
る
。自

分
は

（
略
）
冒

事
実
を

「
探
検
」
を
好
ん
で

ら
ば
、
こ
の
「
探

年
前
後
に
か
つ
て

意
味
が
、
明
ら
か

が
滑
落
し
た

地
探
検
」
を

像
力
を
刺
激

風
景
か
ら
か

こ
の
二
年

嶽
』
の
書
評

的
な
登
山
を

皮
肉
ま
じ
り
で
は

る
批
評
と
同
じ
論

で
あ
る
。
た
だ
、

的
な
価
値
や
そ
の

す
べ
き
は
、
そ
の

と
い
う
こ
と
で
あ

は
な
い

崩
れ
て

し
た
と

に
任
せ

ず
る
よ

右
に
引
用
し

そ
し
て
、
描
か
れ
る
「
出
来
事
も
随
分

探
検
、
冒
検
の
小
説
と
、
対
比
す
べ

る
。
苦
瓠
の
方
は
よ
り
痛
烈
に
、
以
下

事
実
を
楽
し
ま
ん
が
為
に
こ
の
一
篇
を

険
小
説
と
し
て
見
た
ら
ば
或
は
名
著

書
た
実
験
の
直
写
と
し
て
は
頗
不
満
足

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
対
応
し
て
い
る
。
さ
ら

批
判
的
に
検
証
す
る
と
い
う
形
を
と
っ

し
た
鍾
乳
洞
の
「
奇
」
と
「
危
」
は
、

け
離
れ
た
描
写
と
し
て
映
っ
た
の
だ
。

後
、「
山
岳
」
に
は
、「
山
岳
図
書
批
評

が
棲
碧
と
苦
瓠
の
署
名
で
掲
載
さ
れ
た

経
験
し
た
こ
と
が
な
い
水
蔭
ら
が
、
探

転
り
落
ち
て
も
大
し
た
傷
を
負
ふ
処
で

勾
配
が
出
来
た
の
で
あ
ら
う
等
と
云
は

か
云
ふ
絵
の
様
な
写
真
を
よ
ー
く
見
た

る
、
多
分
墜
落
し
た
崖
と
云
ふ
の
は
他

り
他
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。

た
箇
所
は
、
明
ら
か
に
先
に
あ
げ
た

意
外
な
る
所
」
が
あ
り
、

き
」
も
の
で
あ
る
と
同
書

の
よ
う
な
批
判
を
行
っ
て

読
だ
も
の

一
人
で
あ
る
。

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が

な
不
忠
実
な
も
の
と
云
は

に
こ
の
紀
行
文
は
、「
実

て
い
る
。
少
年
た
ち
の
想

梅
沢
の
目
に
は
、
実
際
の

」
と
し
て
『
実
地
探
検
奇
窟
怪

。
そ
こ
で
棲
碧
は
、
本
格

検
隊
を
率
い
る
滑
稽
さ
を

八
八

は
な
い
、
江
見
氏
は
後
に

れ
た
が
当
時
某
氏
が
撮
影

上
何
と
も
諸
君
の
御
推
察

の
処
な
の
で
あ
ら
う
と
信

「
怪
嶽
探
検
」
中
の
、「
余
」



「
事
実
」

る
所
な
り
。
読

水
蔭
は
「
空
想
の
産

直
写
」
を
置
き
、「
実

べ
る
。
そ
し
て
、「
実

で
あ
る
と
す
る
の
で

注
目
す
べ
き
は
、

評
者
苦
瓠
が
こ
と
さ

に
原
因
が
あ
る
。『
実探

此
篇
の
如
き
、

に
あ
ら
ず
し
て

べ
き
か
。
余
を

文
章
を
草
じ
得

こ
れ
も
恐
ら
く

に
登
つ
た
と
の

結
局
、「
実
地
探
検
」

こ
こ
で
も
、「
実
地
探

一
つ
の
問
題
と
な
っ

の
機
微
を
穿
つ
」
小

す
る
も
の
で
は
な
い

ざ
る
を
得
な
い

と
し
て
の
「
奇
」
と
「
危
」

者
よ
、
事
実
を
楽
し
み
給
へ
。

物
」「
法
螺
」「
奇
々
怪
々
の
文
章
」
に

地
探
検
」
の
価
値
が
後
者
に
よ
っ
て

験
の
直
写
」
か
ら
読
者
が
読
み
取
る

あ
る
。「
山
岳
」
の
苦
瓠
は
、
こ
の
序

繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
「
事
実
」
と
い

ら
「
事
実
」
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
水
蔭

地検
奇
窟
怪
嶽
』
の
「
序
」
は
次
の
よ
う

决
し
て
誇
る
に
足
る
べ
き
著
作
な
ら
ね

、
実
験
の
直
写
な
る
だ
け
に
、
聊
か
江

し
て
法
螺
を
吹
く
を
許
さ
し
め
ば
、

べ
け
れ
ど
、
そ
は
余
り
に
幼
稚
に
し
て

事
実
で
は
無
い
の
で
あ
ら
う
、（
略
）

事
の
外
何
程
ま
で
事
実
か
は
知
り
が
た

は
「
冒
険
小
説
」
と
し
て
位
置
づ
け

検
」
が
い
か
な
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る

て
い
る
。
し
か
し
苦
瓠
の
批
評
は
、
こ

説
対
「
実
地
探
検
」
と
い
う
単
純
な
価

。 。（
略
）
戸
隠
山
探
検
は
一
篇
の
好
御

対
し
て
「
実
験
の

保
証
さ
れ
る
と
述

も
の
が
、「
事
実
」

文
と
本
文
の
内
容

そ
れ
を

保
存
し

と
い
う
記
述

あ
ろ
う
「
余

で
あ
る
。
ま

う
語
で
あ
ろ
う
。

自
身
に
よ
る
序
文

な
も
の
で
あ
る
。

ど
、
空
想
の
産
物

湖
に
示
す
に
足
る

（
略
）
奇
々
怪
々
の

、
余
の
成
し
得
ざ

執
筆
動
機
が

記
」
つ
い
て

「
探
検
」
で
あ

な
っ
て
い
る

強
調
す
る
記

に
棲
む
と
い

そ
れ
を
捉
え

江
見
氏
が
戸
隠
山

い
。

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
を
示
す
こ
と
が
、

れ
ま
で
の
「
人
情

値
の
対
立
を
再
説

の
評
者
た
ち

「
奇
」
は
全
て

正
確
な
知
識

る
名
所
で
の

そ
れ
で
は

っ
た
の
か
。

見
て
、
余
り

伽
噺
だ
と
の
事
故

と
の
矛
盾
を

ア
ル
コ
ー
ル
の
瓶
に
密
封
し
て
、
そ
し

て
あ
る
。
一
個
は
動
物
学
士
の
某
氏
に

が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
愛
読
者
な
ら
水

」
が
、「
海
蛇
」
の
標
本
を
「
現
に
」

た
冒
頭
近
く
で
は
、「
竜
窟
」
を
「
五

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
作
品
集
の

の
記
述
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

る
こ
と
の
宣
言
で
あ
り
、
こ
れ
が
「

。「
竜
窟
探
検
記
」
に
も
、「
事
実
」
と

述
が
時
折
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
竜

う
「
海
蛇
」（
実
際
は
ウ
ツ
ボ
）
の
存

た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
た
ら
れ
た
後
で

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
山
岳
や
鍾
乳

自
然
科
学
の
言
葉
で
説
明
可
能
で
あ

に
よ
っ
て
軽
減
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で

「
探
検
」
な
ら
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る

、「
山
岳
」
に
お
い
て
否
定
さ
れ
た
水

『
実
地

探
検
海
竜
窟
』
の
「
序
」
に
は
、
江
の

に
奇
怪
極
ま
り
な
い
の
で
、
そ
れ
で
書

指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
近
代
登

八
九

て
一
個
は
現
に
余
が
宅
に

贈
つ
て
、
説
明
を
乞
ふ
た
。

蔭
と
し
て
読
み
進
め
る
で

保
管
し
て
い
る
と
い
う
の

年
前
に
島
遊
し
た
尾
崎
紅

中
で
も
特
に
「
竜
窟
探
検

。
文
字
通
り
「
実
地
」
の

事
実
」
の
一
つ
の
根
拠
と

い
う
語
や
「
事
実
」
性
を

窟
」
の
有
無
同
様
、
そ
こ

在
を
疑
う
読
者
を
想
定
し
、

、 洞
、
江
の
島
の
岩
窟
の

り
、「
危
」
は
装
備
と
技
術
、

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ

。蔭
の
「
事
実
」
と
は
何
だ

島
の
岩
窟
を
「
探
検
し
て

く
気
に
な
つ
た
」
と
い
う

山
を
信
奉
す
る
「
山
岳
」



検
」
の
定
義
を
述
べ

能
で
あ
る
。
こ
こ
で

す
る
の
は
、「
探
検
」

無
で
あ
る
と
主
張
し

蔭
自
身
の
そ
れ
に
様

「
科
学
的
に
検
べ
に
行

出
す
る
と
い
う
約
束

水
蔭
の
「
実
地
探

し
て
は
、
三
つ
の
「

「
探
検
小
説
作
法
」
と

探
検
を
為
さ
ん

江
の
島
な
ど
お

を
科
学
的
に
検

と
豪
語
す
る
。「
探

「
事
実
」

葉
石
橋
思
案
の
両
氏

介
さ
れ
る
。「
現
に
」

詞
の
使
用
は
、『
実
地

探
検

し
み
給
へ
」
と
い
う

こ
れ
ら
の
表
現
は
、

宜
穴
埋
め
す
る
機
能

て
お
り
、「
実
地
探
検
」
の
作
法
と
し

水
蔭
は
、
あ
る
行
為
が
「
探
検
」
で
あ

地
で
は
な
く
、「
探
検
」
者
の
「
科
学

て
い
る
。「
科
学
上
の
知
識
」
の
程
度

々
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き

」
く
姿
勢
に
よ
り
、
目
的
地
が
「
探

事
は
、「
実
地
探
検
」
の
「
事
実
」
の

検
」
に
お
け
る
「
事
実
」
を
理
解
す
る

実
地
探
検
」
集
が
刊
行
さ
れ
た
明
治

い
う
小
論
も
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で

に
は
、
科
学
上
の
知
識
が
な
く
て
は
な

姫
様
や
ハ
イ
カ
ラ
連
の
遊
興
に
出
掛
け

べ
に
行
け
ば
即
ち
探
検
で
あ
る

検
小
説
」
の
「
作
法
」
を
示
し
た
も
の

と
し
て
の
「
奇
」
と
「
危
」

」
が
「
轟
の
窟
」
と
命
名
し
た
と
い
う

「
余
が
」
と
い
う
表
現
と
、
読
者
に
馴

奇
窟
怪
嶽
』
の
「
序
」
に
あ
る
、「
読

、
読
み
の
指
針
の
提
示
と
も
呼
応
す
る

「
実
地
」
「
事
実
」
の
約
束
を
危
う
く

も
引
き
受
け
て
い
る
。

て
読
む
こ
と
も
可

る
か
否
か
を
決
定

上
の
知
識
」
の
有

に
つ
い
て
は
、
水

よ
う
。
し
か
し
、

検
」
地
と
し
て
現

在
り
方
を
考
え
る

う
な
約
束
事

む
こ
と
が
で

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

論
で
も
主
要

別
の
手
が
か
り
と

四
〇
年
発
表
の
、

水
蔭
は
、

ら
ん
（
略
）
鎌
倉

る
土
地
で
も
、
之

で
あ
る
が
、「
探

「
山
岳
」
の
書

こ
う
し
て

「
山
岳
」
の
書

か
る
。「
実
地

よ
っ
て
隅
々

地
」
と
「
科

も
の
を
指
す

エ
ピ
ソ
ー
ド
も
紹

染
の
あ
る
固
有
名

者
よ
、
事
実
を
楽

だ
ろ
う
。
同
時
に

す
る
陥
穽
を
、
適

場
合
、
重
要

変
容
す
る
こ

動
を
描
写
す

さ
れ
る
こ
と

の
が
冒
険
「

そ
の
意
味
に

を
受
け
入
れ
れ
ば
、
胡
散
臭
い
「
探
検

き
る
、
と
い
う
読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

三
、「
事
実
の
人
生
」
と
「
事
実

、
語
り
に
お
け
る
「
事
実
」
性
は
、
同

な
問
題
で
あ
っ
た
。
明
治
三
九
年
一
〇

評
は
、
当
を
得
て
い
た
と
い
え
る
。

み
る
と
、
水
蔭
の
主
張
す
る
「
実
地

評
で
問
題
と
さ
れ
た
「
事
実
」
と
は

探
検
」
に
お
い
て
「
事
実
」
と
は
、

ま
で
実
証
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

学
」
と
い
う
保
証
を
得
た
「
探
検
」
者

の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
事
実
を
楽
し

と
な
る
。
あ
る
視
点
か
ら
の
記
述
に
よ

と
に
な
る
の
だ
。
そ
し
て
、
目
的
地
を

る
た
め
に
、「
奇
」
と
「
危
」
を
描
く

に
な
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
選

小
説
」
や
探
検
「
小
説
」
に
接
近
す
る

お
い
て
は
、『
実
地

探
検
奇
窟
怪
嶽
』
を
「
冒

」
者
の
語
り
も
「
楽
し
」

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

」
の
「
探
検
」

時
代
の
田
山
花
袋
の
小
説

月
、「
新
潮
」
に
発
表
さ

探
検
」
の
「
事
実
」
が
、

異
な
る
と
い
う
こ
と
が
わ

「
探
検
」
の
内
容
が
読
者
に

は
な
い
。
そ
れ
は
、「
実

が
語
る
と
い
う
形
式
そ
の

み
給
へ
」
と
は
、
そ
の
よ

九
〇

っ
て
、
目
的
地
の
風
景
は

「
検
べ
に
行
」
く
者
の
行

の
に
適
し
た
記
述
が
選
択

択
に
よ
り
、
書
か
れ
た
も

こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

険
小
説
」
と
位
置
づ
け
た



「
事
実
」

胆
に
」
描
く
こ
と
が

後
』
だ
と
い
う
の
だ

「
文
芸
倶
楽
部
」
で
発

て
紹
介
さ
れ
る
。
彼

悲
惨
な
死
」
を
め
ぐ

と
い
う
よ
う
に
、
小

る
。
ま
た
こ
の
後
の

を
も
と
に
、
水
蔭
が

い
る
。
花
袋
の
「
事

こ
で
は
踏
み
込
ん
で

花
袋
は
、
小
説
が

分
が
遭
遇
し
た
事
」

然
主
義
文
学
の
展
開

「
事
実
の
人
生
」
で
は

小
説
を
書
く

た
事
と
か
、
モ

後
」
で
す
か
？

其
を
見
ま
し
た

（
略
）
私
の
作
つ

れ
た
「
事
実
の
人
生

と
し
て
の
「
奇
」
と
「
危
」

必
要
だ
と
説
く
。
そ
の
早
い
実
践
例
が

が
、
こ
の
ほ
か
に
も
「
事
実
の
人
生

表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
小
説
「
秋
晴

の
「
家
に
居
た
事
が
あ
」
る
一
書
生
が

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、「
ソ
ツ
ク
リ
書
い

説
に
お
い
て
「
事
実
」
を
描
く
こ
と
の

部
分
で
は
、
花
袋
が
目
撃
し
た
「

通

「
十
人
斬
」
と
い
う
小
説
を
著
し
た
こ

実
」
と
水
蔭
「
十
人
斬
」
の
「
事
実
」

行
わ
な
い
。

「
深
い
価
値
の
あ
る
作
品
」
で
あ
る

な
ど
の
「
モ
デ
ル
」
を
得
て
、「
見
た

を
語
る
上
で
、
常
に
重
要
視
さ
れ
て
き

、に
は
、
実
際
自
分
が
遭
遇
し
た
事
と
か

デ
ル
が
あ
る
方
が
好
い
で
せ
う
。（
略

あ
れ
は
全
く

通
り
の
事
が
あ
つ
た

。
そ
し
て
見
た
通
り
を
正
直
に
大
胆
に

た
所
は
少
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。

」
は
、
田
山
花
袋
の
執
筆
活
動
だ
け
で

『
重
右
衛
門
の
最

」
で
は
、
翌
月
の

」
が
別
の
例
と
し

遂
げ
た
「
非
常
に

た
も
の
」
が
「
秋

こ
こ
で
あ

検
」
を
書
く

で
は
、
こ
の

す
る
こ
と
は

材
料
と
し
て

重
要
性
が
説
か
れ

り
の
事
」
の
情
報

と
も
明
か
さ
れ
て

と
の
比
較
は
、
こ

た
め
に
、「
実
際
自

通
り
を
正
直
に
大

「
モ
デ
ル
」
の

は
り
、「
其
村

い
う
収
録
諸

「
事
実
の
人
生

年
前
後
に
と

垣
間
見
え
て

そ
れ
を
「
見

た
小
説
論
で
あ
る
。

、
親
し
く
関
係
し

）「
重
右
衛
門
の
最

の
で
、
現
に
私
は

書
い
た
の
で
す
。

の
出
身
者
を

そ
れ
ら
を
「

し
た
」
と
あ

こ
と
が
わ
か

れ
る
の
だ
が

を
忠
実
に
書

行
さ
れ
た
作

な
く
、
日
本
の
自

晴
」
で
あ
る

る
類
似
に
気
づ
く
。
花
袋
の
こ
の
身
振

際
に
見
せ
る
そ
れ
と
、
奇
妙
な
一
致
を

類
似
の
起
源
と
し
て
、
花
袋
と
水
蔭
と

目
指
さ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
花
袋

、
水
蔭
の
「
事
実
」
認
識
を
捉
え
直
す

村
を
訪
れ
た
と
い
う
「
事
実
」
の
エ

の
人
々
に
も
逢
ひ
、
出
来
事
を
も
見

篇
の
「
モ
デ
ル
」
に
つ
い
て
の
注
釈
が

」
と
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
序
文
を
読

っ
て
い
た
、
小
説
を
書
く
者
と
し
て
の

く
る
。
そ
の
身
振
り
と
は
、「
モ
デ
ル

た
通
り
を
正
直
に
大
胆
に
」
書
く
こ
と

「
モ
デ
ル
」
と
し
た
作
品
群
に
属
す
る

一
冊
に
纏
め
て
其
村
の
名
で
も
冠
せ
て

り
、「
事
実
」
を
描
い
た
小
説
の
一
つ

る
。「
秋
晴
」
は
翌
明
治
四
〇
年
に
作

、
そ
の
「
序
」
に
は
、「
此
集
に
収
め

い
た
も
の
だ
」
と
い
う
断
り
が
あ
る
。

品
集
『
村
の
人
』
で
は
、「
秋
晴
」
は

と
、
花
袋
は
述
べ
る
。「
秋
晴
」
は
、

九
一

り
は
、
水
蔭
が
「
実
地
探

見
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

の
親
し
い
関
係
を
再
発
見

の
小
説
論
を
相
対
化
す
る

こ
と
に
す
る
。
表
現
の
レ

ピ
ソ
ー
ド
が
示
さ
れ
、
や

、
物
語
を
も
聞
い
た
」
と

つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

む
と
、
花
袋
が
明
治
四
〇

身
振
り
の
よ
う
な
も
の
が

」
が
存
在
す
る
こ
と
と
、

を
宣
誓
す
る
こ
と
で
あ
る
。

。「
事
実
の
人
生
」
に
は
、

出
版
す
る
つ
も
り
な
の
で

の
系
が
想
定
さ
れ
て
い
た

品
集
『
草
籠
』
に
収
録
さ

た
も
の
は
、
比
較
的
事
実

さ
ら
に
明
治
四
一
年
に
刊

収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、

長
野
県
上
水
内
郡
三
水
村



を
描
き
出
そ
う
と
す

同
様
の
、
対
象
へ
の

説
論
は
、
人
生
に
は

在
す
る
、
と
い
う
前

る
「
観
察
」
「
暴
露

「
特
異
」
で
あ
る
こ
と

で
は
、
探
検
す
る
土

を
保
証
す
る
こ
と
に

ま
た
花
袋
は
「
事

察
」
し
、「
変
つ
た
特

る
。
こ
の
場
合
描
か

実
」
だ
と
言
う
こ
と

を
借
り
て
、
こ
れ
を

水
蔭
が
江
の
島
や
日

「
事
実
」

ベ
ル
で
比
較
す
る
と

読
者
に
「
事
実
を
楽

い
回
し
は
、
そ
の
ま

で
あ
る
。
花
袋
も
水

る
か
否
か
を
、
作
品

序
文
や
解
説
な
ど
で

る
時
、
そ
こ
に
は
花
袋
が
「
モ
デ
ル
」

関
り
方
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

隠
さ
れ
た
「
特
異
な
」「
事
実
」
と
い

提
の
上
に
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
小
説

」
と
い
う
手
続
き
の
表
明
は
、
書
か

を
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
水

地
に
は
、
常
に
「
奇
怪
」「
危
険
」
が

な
る
の
だ
。

実
の
人
生
」
で
、「
モ
デ
ル
」
と
す
る

異
の
点
」
を
見
出
し
て
そ
れ
を
描
く

れ
る
の
は
、「
観
察
」
の
結
果
新
た
に

が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
同
時
代
の
長
谷

「
暴
露
」
と
言
う
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う

原
鍾
乳
洞
、
戸
隠
山
の
「
奇
怪
」
か
つ

と
し
て
の
「
奇
」
と
「
危
」

、「
空
想
の
産
物
」
で
は
な
く
「
実
験

し
み
給
へ
」
と
胸
を
張
る
『
実
地

探
検
奇
窟

ま
「
事
実
の
人
生
」
等
に
転
用
す
る
こ

蔭
も
「
事
実
」
の
有
無
、
つ
ま
り
「
事

の
成
否
を
判
断
す
る
基
準
に
し
て
い
る

作
品
の
「
事
実
」
性
を
語
る
こ
と
が
、

に
対
す
る
場
合
と

う
か
。
花
袋
の
小

う
も
の
が
必
ず
存

集
の
序
文
に
お
け

れ
る
「
事
実
」
が

蔭
の
「
実
地
探
検
」

存
在
す
る
こ
と
が

は
、
先
に
引

明
治
四
二
年

し
て
描
く
際

る
こ
と
や
、

平
野
の
民
と

に
注
意
す
べ

と
な
る
「
舞

人
物
を
よ
く
「
観

べ
き
だ
と
も
述
べ

発
見
さ
れ
た
「
事

川
天
渓
ら
の
表
現

。
だ
と
す
る
な
ら
、

「
危
険
」
な
側
面

い
故
に

と
、
自
身
の

「
探
検
」
と
い

し
て
い
る
の

ま
た
、
花

知
識
が
「
観

忘
れ
て
は
な

の
直
写
」
で
あ
り
、

怪
嶽
』「
序
」
の
言

と
が
可
能
な
ほ
ど

実
」
が
描
け
て
い

。
換
言
す
れ
ば
、

そ
の
作
品
の
価
値

前
提
と
な
っ

の
石
像
の
あ

る
。
だ
が
、

で
は
、「
竜
窟

そ
れ
、

る
け
れ

用
し
た
「
探
検
小
説
作
法
」
で
示
さ
れ

刊
行
の
『
小
説
作
法
』
で
、
現
実
の
あ

に
は
、「
其
舞
台
の
特
色
が
分
明
と
出

「
地
理
学
上
か
ら
こ
れ
を
見
て
も
、
峡

都
会
の
民
と
皆
な
其
発
達
習
慣
気
分
が

き
で
あ
る
と
述
べ
る
。
花
袋
は
小
説
を

台
」、
つ
ま
り
土
地
の
「
研
究
」
が
必

、
い
づ
れ
も
信
用
は
出
来
ぬ
の
で
あ
る

「
科
学
」
的
実
証
精
神
を
強
調
す
る

う
手
続
き
の
表
明
が
、「
奇
」
と
「
危

だ
。

袋
の
小
説
と
水
蔭
の
「
実
地
探
検
」
で

察
」
や
「
探
検
」
の
正
当
性
を
下
支
え

ら
な
い
。「
実
地
探
検
」
に
お
け
る
「

て
い
る
。「
竜
窟
探
検
記
」
で
は
、
先

り
さ
ま
を
描
き
出
す
た
め
に
、
か
な
り

そ
ん
な
過
剰
な
表
現
者
で
あ
る
「
余
」

」
に
関
す
る
江
の
島
周
辺
の
噂
話
に

川
獺
が
居
る
の
、
そ
れ
、
蝙
蝠
が
居
る

ど
、
素
よ
り
其
奥
の
奥
を
突
留
め
た
上

る
通
り
で
あ
る
。
花
袋
は

る
土
地
を
「
モ
デ
ル
」
と

て
来
る
や
う
に
研
究
」
す

谷
中
の
民
と
高
原
の
民
と

皆
な
違
ふ
」
と
い
う
こ
と

書
く
上
で
、「
モ
デ
ル
」

要
で
あ
る
と
初
学
者
た
ち

。。
こ
こ
で
は
「
実
地
」
の

」
の
「
事
実
」
性
を
保
証

は
ど
ち
ら
も
、「
科
学
的
」

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、

科
学
的
」
知
識
の
必
要
性

九
二

に
引
用
し
た
よ
う
に
、
蛇

過
剰
な
表
現
を
重
ね
て
い

も
、「
探
検
」
の
前
段
階

つ
い
て
は
、

の
と
、
種
々
の
風
説
は
あ

で
、
真
を
語
る
の
で
は
な



「
事
実
」

は
私
は
言
は
な

ま
で
正
確
な
も

正
確
な
る
経
験

に
近
い
想
像
｜

花
袋
は
、「
事
実
」
が

た
小
説
の
「
事
実
」

約
束
事
で
あ
っ
た
こ

「
想
像
と
事
実
」
と
題

小
説
に
お
け
る
「
事

次
の
よ
う
な
興
味
深

小
説
を
書
く
に

の
主
張
で
あ
る

「
特
色
」
で
あ
る
。
こ

「
モ
デ
ル
」
と
し
て
の

て
い
る
。「
事
実
の
人

と
い
う
、「
観
察
」

「
観
察
」
「
暴
露
」
に

の
知
識
な
の
で
あ
る

こ
う
し
て
み
る
と

に
説
く
。「
研
究
」
とと

し
て
の
「
奇
」
と
「
危
」

い
。（
略
）
想
像
｜
｜
小
説
に
用
ゆ
る

の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
数
学
的
計
算

を
基
礎
と
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な

｜
そ
れ
以
外
に
今
の
作
者
は
想
像
に
用

絶
対
普
遍
の
何
か
で
あ
る
こ
と
を
信

は
、
い
く
つ
か
の
前
提
条
件
の
上
に
成

と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
前
出
の
『
小

し
た
文
章
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ

実
」
の
重
要
性
が
力
説
さ
れ
て
い
る
。

い
説
明
も
な
さ
れ
る
。

就
い
て
、
可
成
想
像
を
排
す
る
を
第
一

。
け
れ
ど
想
像
が
悉
く
無
用
で
あ
る
と

の
「
特
色
」
は
、
論
の
中
で
は
、
そ

人
々
の
「
特
色
」
の
存
在
を
語
る
た

生
」
等
の
文
脈
を
考
慮
す
れ
ば
、
土

「
暴
露
」
す
べ
き
「
事
実
」
が
前
提
と

正
当
性
を
与
え
る
の
が
「
地
理
学
」

。、
花
袋
が
新
た
な
「
作
法
」
と
し
て
定

「
観
察
」
の
後
に
判
明
す
る
の
が
、

者
の
想
像
は
、
飽

と
官
能
的
感
覚
と

ら
ぬ
。（
略
）
事
実

が
な
い
。

じ
て
疑
わ
な
い
。

旅
は
、
一
面

一
見
す
る

奇
窟
怪
嶽
』

側
に
あ
る
か

小
説
論
は
、

り
立
つ
、
一
つ
の

説
作
法
』
に
は
、

こ
で
も
や
は
り
、

だ
が
、
そ
の
中
で

と
す
る
の
は
、
私

い
ふ
や
う
な
こ
と

の
描
写
を
成

に
近
い
想
像

あ
る
。
既
に

は
、
山
間
部

い
う
役
割
を

「
危
」
に
満
ち

法
」
に
照
ら

の
土
地
に
住
む
、

め
に
導
き
出
さ
れ

地
毎
の
「
特
色
」

し
て
そ
こ
に
あ
り
、

と
い
う
「
科
学
」

着
さ
せ
よ
う
と
し

い
て
い
た
。

た
め
の
条
件

「
事
実
に
近
い

に
大
胆
に
」

「
口
惜
く
つ
て

面
描
写
は
明

話
に
至
る
ま

土
地
毎
に
異
な
る

し
か
し
、
小

で
は
、
山
村
に
お
け
る
「
探
検
」
と
呼

と
、
花
袋
が
主
張
す
る
「
事
実
」
は
、

の
「
事
実
」
を
虚
偽
と
し
て
退
け
た
評

の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、

人
生
や
風
景
の
「
奇
怪
」「
危
険
」「
非

立
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ

」、
あ
る
条
件
に
よ
り
「
事
実
」
性
を

指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、「
蒲
団

を
旅
す
る
人
物
が
登
場
し
、
悲
惨
な

す
る
も
の
が
多
い
。
語
り
手
は
、
旅
を

た
「
事
実
の
人
生
」
を
見
出
す
。
水

し
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
っ
た
小
説

そ
の
た
め
、
小
説
に
お
け
る
「
事
実
」

を
定
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。
花
袋

想
像
」
を
峻
別
し
よ
う
と
す
る
。
し

書
い
た
は
ず
の
「
重
右
衛
門
の
最
後
」

、
忌
々
し
く
つ
て

」
以
下

か
に
「
見
た
通
り
」
を
超
越
し
て
い
る

で
の
文
脈
と
、「
遺
伝
」
や
「
地
理
」

説
に
お
い
て
そ
の
何
か
を
描
く
こ
と
の

九
三

べ
る
は
ず
で
あ
る
。

雑
誌
「
山
岳
」
で
『
実
地

探
検

者
た
ち
の
「
事
実
」
観
の

「
実
地
探
検
」
と
花
袋
の

凡
」
を
語
る
も
の
と
し
て
、

れ
は
間
違
い
な
く
「
事
実

保
証
さ
れ
た
「
想
像
」
で

」
以
前
の
花
袋
の
小
説
で

「
事
実
の
人
生
」
を
語
る
と

す
る
こ
と
で
、「
奇
」
と

蔭
の
「
実
地
探
検
」「
作

の
語
り
手
に
よ
る
分
析
や

が
「
事
実
」
と
呼
ば
れ
る

は
あ
く
ま
で
「
事
実
」
と

か
し
、「
見
た
通
り
を
正
直

に
お
け
る
重
右
衛
門
の
、

に
続
く
、
人
生
を
呪
う
内

。
恐
ら
く
、
こ
の
内
的
発

な
ど
に
関
す
る
知
識
が
こ

不
可
能
性
に
は
当
然
気
づ



は
ず
の
「
実
地
探
検

で
も
見
か
け
上
の
も

た
「
実
地
探
検
」
が

現
も
、
あ
る
い
は
可

換
え
を
試
み
る
こ
と

小
説
界
に
お
い
て
「

し
た
時
期
で
あ
っ
た

っ
た
自
然
主
義
的
小

と
い
う
、
ジ
ャ
ン
ル

な
の
で
あ
る
。

お
わ

自
然
主
義
の
言
説

の
価
値
を
支
え
る
前

「
事
実
」

同
じ
基
盤
の
上
に
成

う
に
水
蔭
が
主
張
し

あ
る
。
し
か
し
、
そ

文
壇
に
ア
ピ
ー
ル
し

照
ら
し
出
す
。
両
者

〈
進
歩

が
あ
っ
た
の」

と
、
見
事
に
共
有
さ
れ
て
い
た
。
周

の
で
あ
っ
た
。
明
治
三
〇
年
代
か
ら
書

、
自
然
主
義
小
説
の
あ
り
方
を
用
意
し

能
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う

も
、
短
絡
的
だ
ろ
う
。
明
治
四
〇
年
前

事
実
」
と
い
う
二
文
字
が
重
要
な
批
評

。
小
説
一
般
を
論
じ
る
場
合
は
も
ち
ろ

説
と
見
か
け
上
周
縁
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ

間
の
覇
権
争
い
と
は
別
に
考
え
な
け
れ

り
に

に
よ
っ
て
高
ま
っ
た
「
人
生
」
を
描
く

提
条
件
は
、
様
々
な
批
評
が
差
異
化
し

と
し
て
の
「
奇
」
と
「
危
」

立
し
て
い
る
。
明
治
四
〇
年
前
後
、
突

た
「
事
実
」
観
は
、
確
か
に
苦
し
紛
れ

の
「
事
実
」
観
は
、
我
々
に
対
し
て
、

て
い
た
小
説
の
「
事
実
」
の
在
り
方
を

の
間
に
は
、
決
し
て
「
想
像
」
か
ら

で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
問
題
は
、
中

縁
化
は
、
あ
く
ま

か
れ
読
ま
れ
て
い

て
い
た
と
い
う
表

な
文
学
史
の
書
き

後
か
ら
数
年
は
、

用
語
と
し
て
流
行

ん
の
こ
と
、
ジ
ャ

は
、
文
学
作

た
め
、
要
請

注

例
え
ば

欄
で
武
田

検
記
」
に

探
検
地
に

た
「
実
地
探
検
」

ば
な
ら
な
い
問
題

小
説
の
価
値
、
そ

再
〈
配
置

し
た

そ
れ
ぞ
れ
が

を
抱
え
込
む

を
主
張
し
つ

じ
虚
構
で
あ

っ
た
花
袋
等

と
に
な
ろ
う

を
描
く
小
説

然
思
い
出
し
た
よ

と
も
と
れ
そ
う
で

彼
の
朋
友
花
袋
が

、
別
の
角
度
か
ら

「
事
実
」
へ
と
い
う

心
化
さ
れ
つ
つ
あ

ン
ル
を
横
断

ら
れ
た
と
し

い
て
、
水
蔭

と
同
一
の
批

性
が
あ
っ
た

そ
し
て
水

品
の
虚
構
性
に
抵
抗
し
、
同
時
に
虚
構

さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

、「
少
年
世
界
」
七

七
（
明
治
三
四
年
五

桜
桃
は
、
三
ヶ
月
後
に
連
載
が
始
ま
る
こ
と

つ
い
て
、「
実
行
は
七
月
中
旬
、
猛
夏
の
炎

向
は
れ
候
江
見
水
蔭
氏
は
、
目
下
其
準
備
最

建
前
上
忌
避
す
る
虚
構
性
を
、
い
か
に

こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
、
結
果
的
に
は

つ
も
、
そ
の
「
事
実
」
性
が
否
定
さ
れ

り
な
が
ら
も
、
そ
の
虚
構
性
よ
り
も

の
小
説
が
、
全
く
の
別
物
と
し
て
扱
わ

。「
事
実
」
を
楽
し
む
「
実
地
探
検
」

に
せ
よ
、「
事
実
」
を
標
榜
し
た
明
治

し
て
批
評
の
場
で
「
事
実
」
が
流
通
し

て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ

が
「
事
実
」
を
争
点
に
す
る
こ
と
を
再

評
用
語
を
媒
介
と
し
た
た
め
に
、
両
者

こ
と
を
指
摘
す
る
方
が
重
要
だ
ろ
う
。

蔭
と
花
袋
は
「
事
実
」
を
標
榜
し
つ
つ

で
あ
る
こ
と
を
弁
明
す
る

月
一
日
）
の
「
記
者
通
信
」

に
な
る
水
蔭
の
「
戸
隠
山
探

暑
を
冒
し
て
、
人
跡
不
到
の

中
に
有
候
、
壮
快
な
る
大
探

弁
明
す
る
か
と
い
う
問
題

、「
事
実
」
で
あ
る
こ
と

た
「
実
地
探
検
」
と
、
同

「
事
実
」
性
に
注
目
が
集
ま

れ
続
け
て
き
た
と
い
う
こ

に
せ
よ
、「
事
実
の
人
生
」

四
〇
年
前
後
の
新
「
作
法
」

九
四

、
時
に
価
値
決
定
に
用
い

そ
、「
実
地
探
検
」
に
お

確
認
し
、
自
然
主
義
陣
営

の
間
に
相
互
作
用
の
可
能

、
ど
ち
ら
も
実
際
に
は
、



「
事
実
」

初
出
は
「
読
売

「
奇
窟
探
検
」『

に
は
「
隊
長
江
見

再
確
認
さ
れ
る
だ

実
作
者
の
行
っ

に
明
治
三
〇
年
代

頭
に
は
、「
自
然
主

と
記
さ
れ
る
。
も

〇
年
文
壇
の
最
大

概
ね
一
致
す
る
。

初
出
は
「
少
年

治
三
四
年
四
月
一

初
出
は
「
少
年

五
年
三
月
一
日
）。

初
出
は
「
少
年

江
見
水
蔭
の
三

年
四
月
一
六
日
／

書
院
）、『
実
地

探
検
海

岡
書
店
）。

田
山
花
袋
「
事

田
山
花
袋
「
蒲

例
え
ば
長
谷
川

年
二
月
一
日
）
に

ば
、
誰
人
も
自
然

一
年
二
月
の
巻
（

検
談
は
や
が
て
本

と
し
て
の
「
奇
」
と
「
危
」

新
聞
」（
明
治
三
〇
年
二
月
二
二
日

三
月

五
』
に
は
、
探
検
隊
の
任
務
等
の
リ
ス
ト
が

」
と
あ
り
、
実
作
家
水
蔭
の
「
探
検
」
で
あ

ろ
う
。

た
旅
行
を
描
く
、
と
い
う
こ
と
が
紀
行
文
と

半
ば
以
降
）
の
大
前
提
と
さ
れ
て
い
た
、
と

義
の
潮
流
は
、
昨
年
に
及
ん
で
遂
に
文
壇

ち
ろ
ん
論
者
や
発
表
媒
体
に
よ
り
賛
否
は
分

の
問
題
が
自
然
主
義
と
い
う
「
潮
流
」
で
あ

世
界
」
六

一
三

七

五
（
明
治
三
三
年

日
）。

世
界
」
七

一
一

八

四
（
明
治
三
四
年

世
界
」
七

七
（
明
治
三
四
年
五
月
一
日
）

作
品
集
の
デ
ー
タ
は
以
下
の
通
り
。『
実
地
探
検

博
文
館
）、『
実
地
探
検
奇
窟
怪
嶽
』（
明
治
四
〇

竜
窟
』（
明
治
四
〇
年
一
一
月
五
日
／
自
祐

実
の
人
生
」（「
新
潮
」
五

四
／
明
治
三
九

団
」（「
新
小
説
」
一
二

九
／
明
治
四
〇
年

天
渓
「
近
時
小
説
壇
の
傾
向
」（「
太
陽
」
一

は
、「
近
時
の
小
説
界
で
何
が
重
要
な
る
潮

派
文
学
で
あ
る
と
答
ふ
る
」
と
あ
り
、「
早

明
治
四
一
年
二
月
一
日
）
掲
載
の
「
明
治
四

誌
に
上
る
べ
く
候
」
と
予
告
し
て
い
る
。

二
二
日
）。

示
さ
れ
る
が
、
そ
こ

る
こ
と
が
読
者
に
は

い
う
ジ
ャ
ン
ル
（
特

い
う
こ
と
は
、
既
に

妥
当
で
あ

つ
い
て
は

年
』
を
中

｜
｜
明
治

及
し
て
い

ジ
ャ
ン
ル

の
中
心
問
題
と
な
り
」

か
れ
る
が
、
明
治
四

っ
た
と
い
う
点
で
は

一
一
月
一
五
日

明

八
月
一
日

明
治
三

。

価
を
与
え

「
無
題

黒
幕
生

江
見
水

〇
日
）

江
見
水

『
自
己

中
心
明

大
正
か
ら

そ
こ
か
ら

捕
鯨
船
』（
明
治
四
〇

年
九
月
九
日
／
本
郷

社
・
岡
村
書
店
・
福

年
一
〇
月
一
五
日
）

九
月
一
日
）

四

二
／
明
治
四
一

流
で
あ
る
か
と
云
へ

稲
田
文
学
」
明
治
四

十
年
文
芸
史
料
」
冒

（「
日
本
近

も
そ
の
よ

山
田
美

二
五
日
／

「
読
者

「
読
者

例
え
ば

地
探
検
」

読
者
、
橋

者
投
稿
で

佐
々
木
基

る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
明
治
後
期
に
お
け

、
高
橋
修
が
「「
冒
険
」
を
め
ぐ
る
想
像
力

心
に
」（
金
子
明
雄
・
高
橋
修
・
吉
田
司
雄

三
〇
年
代
の
文
化
研
究
』
／
平
成
一
二
年
四

る
。
高
橋
は
自
然
主
義
小
説
流
行
の
中
、
冒

」
と
し
て
「
特
別
な
位
置
が
与
え
ら
れ
」
た

る
場
合
の
評
価
軸
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を

録
」（「
文
芸
倶
楽
部
」
七

四
／
明
治
三
四

「
水
蔭
の
文
章
」（「
新
文
芸
」
一

五
／
明

蔭
「
女
房
殺
し
」（「
文
芸
倶
楽
部
」
第
一
〇

蔭
『
自
己

中
心
明
治
文
壇
史
』（
昭
和
二
年
一
〇
月

治
文
壇
史
』
の
書
か
れ
た
時
期
に
注
目
す

昭
和
初
期
に
か
け
て
の
「
大
衆
文
学
」
の
流

「
遠
ざ
か
」
る
以
前
の
彼
の
作
品
群
を
考
慮

代
文
学
」
六
四
／
平
成
一
三
年
五
月
一
五
日

う
な
文
章
を
紀
行
文
と
呼
ぶ
。

妙
「
戸
隠
山
紀
行
」（『
短
編

小
説
明
治
文
庫
』
第

博
文
館
）

通
信
」（「
少
年
世
界
」
七

三
／
明
治
三
四

通
信
」（「
少
年
世
界
」
七

一
六
／
明
治
三

「
少
年
世
界
」
七

三
（
注

）
の
「
読
者

を
読
ん
で
「
志
抑
へ
難
く
」
な
り
、
単
身
日

本
弥
吉
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

あ
る
と
い
う
確
証
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、

成
「〈
紀
行
文

の
作
り
方
｜
｜
日
露
戦

九
五 る

冒
険
小
説
の
イ
メ
ー
ジ
に

｜
｜
森
田
思
軒
訳
『
十
五
少

編
『
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
帝
国

月
二
〇
日
／
新
曜
社
）
で
言

険
小
説
に
「
カ
ウ
ン
タ
ー
・

と
す
る
。

示
す
一
例
と
し
て
引
用
し
た
。

年
三
月
一
日
）

治
三
四
年
五
月
一
日
）

編
／
明
治
二
八
年
一
〇
月
二

二
八
日
／
博
文
館
）

れ
ば
、「
純
文
学
」
の
語
は
、

行
を
無
視
で
き
な
い
。
だ
が
、

す
れ
ば
、
本
稿
の
図
式
化
は

）
に
指
摘
が
あ
り
、
本
稿
で

五
編
／
明
治
二
六
年
一
二
月

年
二
月
一
日
）

四
年
一
二
月
一
日
）

通
信
」
に
は
、
水
蔭
の
「
実

原
鍾
乳
洞
へ
赴
い
た
と
い
う

、
こ
れ
ら
が
全
て
本
物
の
読

「
実
地
探
検
」
に
好
意
的
な
評

争
後
の
紀
行
文
論
争
｜
｜
」



説
と
の
関
係
を
「

田
山
花
袋
『
重

一
〇
日
／
新
声
社

田
山
花
袋
「
秋

日
）三

水
村
と
そ
の

「
重
右
衛
門
の
最
後

四
月
二
〇
日
）
等

研
究
に
は
、
岩
永

出
版
）
を
は
じ
め

明
治
三
七
年
二
月

示
す
資
料
と
し
て

江
見
水
蔭
「
十

文
館
）

水
蔭
「
十
人
斬

永
井
聖
剛
「
二
つ

後
』
｜
｜
」（「
日

さ
れ
て
い
る
。
本

「
事
実
」

梅
沢
親
光
「
仙

日
）棲

碧
・
苦
瓠
「

治
四
一
年
三
月
三

江
見
水
蔭
「
探

も
ち
ろ
ん
こ
の

す
る
わ
け
で
は
な

吉
田
精
一
『
自

事
実
」
と
い
う
観
点
か
ら
探
る
も
の
で
あ
る

右
衛
門
の
最
後
』（
ア
カ
ツ
キ
叢
書
第
五
編

）晴
」（「
文
芸
倶
楽
部
」
一
二

一
五
／
明

出
身
者
を
「
モ
デ
ル
」
と
し
た
花
袋
の
小
説

」
や
「
悲
劇
？
」（「
文
芸
倶
楽
部
」
一
〇

が
あ
る
。
ま
た
、
花
袋
と
三
水
村
と
の
関
係

胖
『
自
然
主
義
文

学
に
お
け
る
虚
構
の
可
能
性
』（
昭
和
四

、
多
く
の
研
究
で
、「
露
骨
な
る
描
写
」（

一
日
）
同
様
、
田
山
花
袋
個
人
や
日
本
近
代

引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。

人
斬
」（『
春
夏
秋
冬
』
秋
の
巻
／
一
八
九
七

」
と
花
袋
「
重
右
衛
門
の
最
後
」
の
比
較
、

の
〈
事
実

｜
｜
水
蔭
「
十
人
斬
」
と
花

本
文
学
」
五
二

六
／
平
成
一
五
年
六
月
一

稿
で
行
う
比
較
は
「
実
地
探
検
」
と
い
う
曖

と
し
て
の
「
奇
」
と
「
危
」

元
嶺
と
鍾
乳
洞
」（「
山
岳
」
一

二
／
明

〈
山
岳
図
書
批
評

『
実
地
探
検
奇
窟
怪
嶽
』」（「

〇
日
）

検
小
説
作
法
」（「
成
功
」
一
一

三
／
明
治

こ
と
は
、「
実
地
探
検
」
が
虚
構
で
は
な
い

い
。

然
主
義
の
研
究
』
上
巻
（
昭
和
三
〇
年
一
一

。／
明
治
三
五
年
五
月

治
三
九
年
一
一
月
一

に
は
、
こ
の
ほ
か
に

六
／
明
治
三
七
年

に
言
及
し
考
察
し
た

三
年
一
〇
月
二
五
日

〔
付
記
〕

旧
漢
字
は

ル
ビ
に
つ
い

「
太
陽
」
一
〇

三
／

文
学
の
〈
転
機

を

年
一
一
月
二
日
／
博

問
題
点
の
考
察
は
、

袋
『
重
右
衛
門
の
最

〇
日
）
で
詳
細
に
な

昧
な
ジ
ャ
ン
ル
と
小

日
／
博
文

永
井
聖

花
袋
の

期
田
山
花

五
二
年
三

｜
｜
習
作

一
年
七
月

こ
の
点

｜
｜
」（

治
三
九
年
六
月
一
五

山
岳
」
三

一
／
明

四
〇
年
四
月
一
日
）

と
い
う
こ
と
を
意
味

月
三
〇
日
／
東
京
堂

／
桜
楓
社

成
一
二
年

田
山
花

田
山
花

長
谷
川

一
日
）
に

「
現
実
暴

田
山
花

適
宜
新
漢
字
に
改
め
た
。
ま
た
引
用
に
あ
た

て
も
読
み
方
の
難
解
な
も
の
を
除
き
こ
れ
を

館
）

剛
が
注

の
前
掲
論
文
で
、
既
に
同
様
の
指

小
説
に
お
け
る
旅
す
る
語
り
手
の
重
要
性
に

袋
論
｜
｜
紀
行
文
と
小
説
と
の
谷
間
｜
｜
」

月
三
一
日
）
や
持
田
叙
子
「
紀
行
文
の

期
の
田
山
花
袋
を
中
心
に
｜
｜
」（「
国
学
院

一
五
日
）
等
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

に
つ
い
て
は
、
相
馬
庸
郎
「
事
実
の
時
代
｜

「
国
文
論
叢
」
三
一
／
平
成
一
三
年
一
二
月
一

）、
長
谷
川
良
明
「「
秋
晴
」
試
論
」（「
花
袋

三
月
三
一
日
）
等
が
あ
る
。

袋
『
草
籠
』（
明
治
四
〇
年
五
月
一
三
日
／

袋
『
村
の
人
』（
明
治
四
一
年
二
月
二
五
日

天
渓
が
「
現
実
暴
露
の
悲
哀
」（「
太
陽
」
一

お
い
て
、
自
然
主
義
者
の
人
生
や
自
然
主
義

露
の
苦
痛
」
等
の
表
現
に
拠
る
。

袋
『
小
説
作
法
』（
通
俗
作
文
全
書
第
二
四

っ
て
は
傍
点
等
を
省
略
し
、

省
略
し
た
。

摘
を
し
て
い
る
。

つ
い
て
は
、
宮
内
俊
介
「
初

（「
芸
文
研
究
」
三
六
／
昭
和

時
代

と
近
代
小
説
の
生
成

雑
誌
」
八
七

七
／
昭
和
六

｜
明
治
三
、
四
十
年
代
別
見

〇
日
）
等
に
指
摘
が
あ
る
。

九
六研

究
学
会
々
誌
」
一
八
／
平

服
部
書
店
）

／
如
山
堂
書
店
）

四

一
／
明
治
四
一
年
一
月

作
品
を
評
す
る
際
に
用
い
た

編
／
明
治
四
二
年
六
月
三
〇


