
炳
霊
寺
へ

去
年
の
夏
私
た
ち
は
機
会
を
得
て
、
中
国
奥

地
を
敦
煌
ま
で
旅
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
い
わ
ゆ

る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
入
口
付
近
を
の
ぞ
い
て
き
た

わ
け
で
あ
る
。
私
た
ち
と
は
、
同
志
社
女
子
中
高

の
川
島
保
(
体
育
)
、
星
野
紅
(
理
科
)
、
松
本
健

二
(
国
語
)
と
筆
者
(
社
会
)
の
四
名
の
教
員
と

東
京
か
ら
参
加
し
た
卒
業
生
の
郷
司
幸
子
さ
ん
、

そ
れ
に
近
畿
ツ
ー
リ
ス
ト
の
村
田
さ
ん
の
計
六

名
。
い
ず
れ
も
気
心
の
知
れ
あ
っ
た
小
人
数
の
グ

ル
ー
プ
で
あ
っ
九
か
ら
、
の
ん
び
り
と
、
し
か
も

充
実
し
九
旅
行
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。

海
外
旅
行
の
多
く
の
場
貪
最
初
に
訪
れ
る
士

地
の
印
象
が
一
段
と
鮮
明
な
も
の
で
あ
る
。
私
た

ち
が
最
初
に
宿
泊
し
九
の
は
蘭
州
で
あ
り
、
滞
在

の
弟
一
日
を
炳
霊
寺
ま
で
の
往
復
コ
ー
ス
の
見
学

に
あ
て
た
。

そ
の
日
(
八
月
一
三
日
)
、
空
は
朝
か
ら
突
抜

け
る
よ
う
に
青
く
澄
ん
で
い
た
。
内
陸
の
半
乾
燥

地
域
に
あ
る
と
は
い
え
、
八
月
は
こ
の
地
方
の
雨

期
に
あ
た
る
。
好
天
に
恵
ま
れ
た
こ
と
は
、
何
よ

り
の
幸
せ
で
あ
っ
た
。
専
用
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で

ホ
テ
ル
を
出
発
す
る
と
、
す
ぐ
に
ガ
イ
ド
の
孔
さ

ん
が
、
窓
外
の
崇
色
を
追
い
な
が
ら
蘭
州
市
と
甘

粛
省
の
地
理
や
歴
史
を
一
生
け
ん
め
い
、
克
明
に

説
明
し
始
め
九
。

「
何
デ
ス
カ
ー
」
と
、
か
禽
い
声
で
必
ず
切
出

す
話
し
方
が
お
か
し
い
と
、
一
緒
に
笑
っ
て
い
た

.
)
、

か
な
か
な
か
ど
ぅ
し
て
立
派
な
日
本
語
だ
。
聞

窪
田
哲
三
郎

け
ぱ
ラ
ジ
オ
の
日
本
語
講
座
に
よ
り
独
学
で
勉
強

し
九
と
の
こ
と
。
後
か
ら
見
聞
す
る
の
だ
が
、
若

い
人
た
ち
の
日
本
語
熱
は
実
に
さ
か
ん
な
も
の
で

あ
る
。
西
安
市
の
夕
蓉
ど
き
、
ホ
テ
ル
(
西
安
大

慶
)
付
近
を
散
歩
し
て
い
る
と
、
次
か
ら
次
へ
と

青
年
た
ち
が
、
巧
み
な
日
本
語
で
親
し
み
を
こ
め

て
話
し
か
け
て
来
る
。
い
ず
れ
も
ラ
ジ
オ
で
勉
強

し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

車
は
や
が
て
、
蘭
州
の
工
業
を
代
表
す
る
石
油

化
学
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
を
左
手
に
見
送
る
と
、
黄
土

に
よ
っ
て
厚
く
被
わ
れ
た
丘
陵
地
帯
に
さ
し
か
か

る
。
台
地
の
上
に
点
在
す
る
土
の
農
家
や
、
そ
の

ま
わ
り
に
ゆ
っ
た
り
と
拡
が
る
段
畑
に
み
と
れ
て

い
る
う
ち
に
、
お
よ
そ
二
時
閻
程
で
劉
家
峡
ダ
ム

に
着
い
た
。
黄
河
本
流
を
堰
き
止
め
る
高
さ
一
四

七
米
、
長
さ
一
工
五
米
の
巨
大
な
ダ
ム
で
あ
る
。

そ
の
地
下
発
鴛
所
は
出
力
一
一
三
万
キ
ロ
ワ
ッ

ト
、
中
国
最
大
の
規
模
を
誇
り
、
蘭
州
や
、
遠
く

西
安
の
電
力
需
要
に
応
え
て
い
る
。
め
ざ
す
炳
霊

寺
は
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
ダ
ム
湖
上
を
六
五
粁
、
三

時
間
の
艦
の
旅
。

炳
霊
寺
は
最
近
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
・
ブ
ー
ム
に

よ
っ
て
、
訪
れ
る
日
本
人
観
光
客
の
に
わ
か
に
増

え
九
黄
河
上
流
の
一
大
石
窟
寺
院
で
あ
る
。
こ
こ

流
の
船
の
旅
1
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た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
炳
霊
寺
は
今
の
と
こ
ろ
陸
路

か
ら
訪
ね
る
ル
ー
ト
は
な
く
、
黄
河
の
増
水
期
に

船
で
渡
れ
る
八
t
十
月
し
か
探
勝
の
機
会
が
無

私
た
ち
は
敦
煌
莫
高
窟
以
上
の
期
待
を
も
っ

)
0

もて
、
今
度
の
旅
行
に
こ
の
コ
ー
ス
を
組
込
ん
だ
の

で
あ
っ
九
。

堰
堤
を
下
り
、
涌
酒
な
遊
器
に
乗
り
か
え
る
。

驚
い
た
こ
と
に
、
こ
こ
で
は
蘭
州
で
み
た
あ
の
褐

色
に
濁
っ
た
黄
河
の
濁
流
が
宵
く
澄
ん
で
み
ぇ
る

で
は
な
い
か
。
人
造
湖
に
な
っ
て
い
る
と
は
い

え
、
ま
さ
に
黄
河
な
ら
ぬ
青
河
で
あ
る
。
「
百
年

河
清
を
俟
っ
」
と
い
う
中
国
の
古
い
長
が
思
い

出
さ
れ
た
。
「
流
れ
の
止
っ
た
ダ
ム
湖
で
は
土
砂

が
沈
む
し
、
そ
れ
に
空
の
胃
さ
を
反
映
し
て
、
こ

の
よ
う
に
青
く
見
え
る
の
よ
、
き
っ
と
。
」
星
野

先
生
は
き
っ
ぱ
り
そ
の
理
由
を
解
釈
し
九
が
、
次

の
需
が
湧
い
て
き
た
の
か
ち
ょ
っ
と
不
安
な
表

憾
な
る
。
な
ら
ば
年
々
湖
底
に
堆
積
す
る
土
砂

は
莫
大
な
量
に
達
し
、
ダ
ム
は
ま
も
な
く
埋
没
す

る
で
は
な
い
か
・
・
・
。
 
N
H
K
の
本
で
は
濁
り
の
き

つ
い
支
流
の
挑
河
を
よ
そ
に
導
い
て
い
る
か
ら
、

と
し
て
い
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
よ
く
判
ら
な
い
。

上
流
の
炳
霊
寺
付
近
の
黄
河
本
流
は
確
実
に
黄
濁

し
た
流
れ
で
あ
る
か
ら
だ
。

舮

の
石
窟
は
西
秦
か
ら
陌
・
店
を
経
て
清
代
に
至
る

各
時
代
に
開
か
れ
九
。
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
ぇ

る
巨
大
な
座
仏
像
は
高
さ
二
七
米
、
奈
良
の
大
仏

よ
り
は
る
か
に
大
き
い
。
古
代
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

は
こ
の
付
近
で
黄
河
を
渡
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
、

道
行
く
旅
人
は
、
絶
壁
に
刻
ま
れ
た
壮
大
な
磨
崖

仏
や
数
百
の
石
仏
に
、
語
の
安
全
無
李
祈
っ

.

.

遡
航
す
る
こ
と
し
ば
ら
く
に
し
て
、
そ
の
挑
河

の
谷
が
左
手
に
現
わ
れ
て
き
た
。

訓
点
学
の
研
究
者
で
中
国
事
情
に
詳
し
い
松
本

先
生
の
説
明
で
は
、
宋
代
の
幻
の
名
硯
と
し
て
知

ら
れ
る
挑
硯
の
原
石
は
、
こ
の
谷
か
ら
産
出
し
九

そ
う
だ
。
そ
う
い
ぇ
は
咋
夜
泊
っ
た
蘭
州
大
飯
店

の
み
ゃ
げ
も
の
売
場
に
、
薄
緑
色
の
地
に
黒
っ
ぽ
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い
縞
模
様
の
は
い
っ
た
き
れ
い
な
硯
が
並
ん
で
い

た
。
昔
の
挑
硯
と
は
違
っ
た
石
ら
し
い
が
、
新
端

渓
や
、
あ
る
い
は
酒
泉
の
夜
光
杯
な
ど
の
よ
う

に
、
伝
統
的
工
芸
品
と
し
て
新
し
く
生
産
を
復
活

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

買
物
す
る
と
き
に
は
ね
、
と
彼
は
ま
た
血
白
い

こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
「
値
段
を
聞
く
と
き
は
、

語
尾
を
上
げ
る
よ
う
に
し
て
、
早
口
に
,
同
志
社

幼
稚
園
"
と
云
う
た
ら
え
え
、
工
0
ぞ
ヨ
与
~
と

同
じ
意
味
や
し
・
:
・
:
O
L
 
ド
ゥ
、
ソ
、
ソ
ヤ
ヨ
ウ
チ
エ

ン
'
ト
ー
シ
ャ
オ
チ
エ
ン
(
多
少
銭
)
は
、
そ
れ

か
ら
敦
煌
で
も
西
安
、
上
海
で
も
、
も
っ
と
も
役

に
立
つ
系
心
と
な
っ
た
。

舟
の
進
む
両
岸
に
は
黄
土
層
で
被
わ
れ
九
丘
陵

地
帯
が
延
々
と
連
っ
て
い
る
。
地
図
で
確
か
め
る

と
、
こ
こ
は
酉
女
付
近
か
ら
酋
へ
拡
が
っ
て
い
る

あ
の
広
大
な
黄
土
高
原
地
帯
の
西
端
付
近
に
当
っ

て
い
る
。
乾
燥
地
の
常
と
し
て
、
地
表
の
傾
斜
地

の
大
部
分
は
、
車
木
も
付
か
ぬ
む
き
出
し
の
荒
々

し
い
大
地
で
あ
る
。
し
か
し
湖
岸
の
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
に
開
け
た
小
平
地
や
、
河
岸
段
丘
上
の
扇
状
地

に
は
、
そ
こ
だ
け
が
水
利
の
便
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

ポ
プ
ラ
や
柳
の
茂
る
小
さ
な
オ
ア
シ
ス
に
な
っ
て

い
る
の
を
望
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は

日
干
煉
瓦
で
造
っ
た
素
朴
な
農
家
の
ま
わ
り
に
耕

地
が
開
け
、
草
地
で
は
羊
の
群
れ
が
遊
ん
で
い

る
。
「
南
船
北
馬
L
 
と
い
う
古
い
一
言
条
あ
る
が
、

こ
れ
は
北
馬
な
ら
ぬ
北
艦
の
情
挙
あ
っ
た
。
黄

河
総
合
開
発
と
い
う
新
し
い
技
術
が
新
し
い
景
観

を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。

遊
篇
の
上
甲
板
に
座
り
込
み
、
夏
八
月
の
陽

光
を
い
っ
ぱ
い
に
浴
び
て
い
る
の
に
、
ち
っ
と
も

者
さ
を
管
な
い
。
携
行
し
た
温
度
計
・
謬
計

を
み
る
。
篇
二
九
C
、
謬
三
八
%
、
頬
を
撫
で

る
風
は
む
し
ろ
さ
わ
や
か
で
さ
え
あ
っ
た
0
 
Ⅱ
島

先
生
は
手
帖
片
手
に
黙
念
と
目
を
閉
じ
て
い
る
。

句
作
に
ふ
け
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
郷
司
さ
ん
は

一
人
旅
昇
い
ア
メ
リ
カ
人
の
劣
性
と
話
し
込
ん

で
い
る
。
仏
教
美
術
の
研
究
者
で
敦
煌
を
回
っ
て

き
九
そ
う
だ
。
モ
ン
シ
ロ
チ
,
ウ
が
ひ
ら
ひ
ら
舞

い
な
が
ら
静
か
な
湖
面
を
渡
っ
て
い
る
。
後
か
ら

後
か
ら
現
わ
れ
て
は
、
空
と
湖
の
青
み
の
中
へ
溶

け
る
よ
う
に
消
え
て
い
く
。

や
が
て
両
岸
が
迫
り
、
奇
峰
の
林
立
す
る
素
晴

ら
し
い
風
景
が
現
わ
れ
て
き
た
。
水
は
い
つ
の
間

に
か
黄
色
く
濁
っ
て
、
早
い
流
れ
に
変
っ
て
い
る
。

名
物
の
羊
の
皮
袋
で
作
っ
た
筏
ボ
ー
ト
か
一
艘
、

流
れ
に
乘
っ
て
近
よ
っ
て
き
た
。

目
ざ
す
炳
霊
寺
石
窟
は
、
そ
の
向
う
の
岩
峰
の

裾
を
ま
わ
っ
た
奥
に
あ
る
。

(
女
子
中
・
高
教
諭
)
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古
地
図
波
海

書
籍
の
中
に
お
け
る
「
地
図
」
の
所
遇
は
、
一

般
に
見
て
、
あ
ま
り
高
い
位
置
に
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
旅
行
や
山
歩
き
の
時
な
ど
、
思
い
出
し
た

よ
う
に
開
か
れ
は
す
る
が
、
用
が
達
せ
ら
れ
る
や

ポ
ン
と
本
棚
の
一
隅
へ
投
げ
込
ま
れ
て
、
再
び
も

と
の
永
い
眠
り
に
入
る
の
が
通
例
の
よ
う
だ
。
他

の
図
書
が
、
精
神
の
糧
と
重
ん
じ
ら
れ
学
芸
の
功

と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
地
図
は
一

つ
の
情
報
源
と
し
て
の
地
位
し
か
与
え
ら
れ
て
い

な
い
の
は
気
の
毒
だ
。

一
国
語
教
師
に
過
ぎ
ぬ
私
に
、
古
代
世
界
図
に

表
わ
さ
れ
た
世
界
像
や
、
現
代
地
図
学
の
志
向
す

る
も
の
な
ど
に
つ
い
て
の
見
識
は
皆
無
で
あ
る
。

私
は
九
だ
、
生
ま
れ
育
ち
佳
み
つ
い
て
、
日
ご
ろ

踏
み
歩
き
な
が
ら
、
し
か
も
今
な
お
歩
き
き
れ
ぬ

京
の
町
の
図
に
の
み
と
ら
わ
れ
て
お
り
、
い
つ
か

幻
を
追
う
よ
う
に
、
江
戸
期
に
さ
か
の
ぽ
っ
て
、
そ

の
町
絵
図
に
心
を
遊
ぱ
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

京
都
の
古
地
図
も
、
他
の
都
市
と
同
様
手
書

き
図
と
木
版
図
と
に
二
大
別
で
き
る
。
前
者
は
幕

府
お
抱
え
の
近
畿
大
工
頭
中
井
家
の
実
測
製
図
し

九
も
の
が
主
流
で
あ
り
、
寛
永
十
四
年
作
「
洛
中

絵
図
」
(
現
、
宮
内
庁
蔵
)
は
、
お
土
居
の
内
部

の
み
を
描
い
九
も
の
だ
が
、
縮
尺
一
六
一
孟
分
の

一
の
大
き
な
も
の
で
、
爾
後
中
井
の
調
製
す
る
京

都
図
の
基
図
と
な
っ
九
よ
う
だ
。
年
代
が
下
が
る

に
従
い
、
お
士
居
の
外
の
村
落
・
道
路
な
ど
も
次

第
に
書
き
込
ん
で
、
元
禄
十
四
年
作
の
図
(
現
、

易

口

三

1

三
田
図
書
館
蔵
)
に
及
ん
で
、
当
時
の
概
念
で
の

洛
中
洛
外
を
精
細
に
描
き
上
げ
た
図
と
な
っ
た
。

他
方
、
木
版
図
は
、
版
元
不
明
な
が
ら
寛
永
に
や

は
り
洛
中
市
街
だ
け
の
図
が
刊
行
さ
れ
、
徐
々
に

洛
外
域
を
包
含
し
て
い
っ
て
、
京
絵
図
と
し
て
の

面
目
を
備
え
て
ゆ
き
、
貞
享
三
年
林
吉
永
と
い
う

地
図
屋
が
五
色
筆
彩
の
観
光
大
図
を
公
刊
し
て
人

気
を
博
す
る
に
至
っ
た
。
木
版
図
は
幕
末
ま
で
二

百
種
を
超
え
、
時
好
に
応
じ
て
大
小
多
種
多
様
な

図
が
生
ま
れ
て
お
り
、
幕
末
期
の
図
な
ど
は
、
京

都
を
鐸
台
と
し
九
戦
国
群
雄
図
の
観
が
あ
る
。

初
期
の
手
書
き
図
と
木
版
図
と
を
見
比
べ
る

と
、
町
名
の
異
同
が
多
い
の
に
気
付
く
。
寛
、
永
期

千
三
百
余
町
の
約
二
割
方
に
そ
れ
が
見
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
民
間
出
版
業
者
の
手
に
な
る
木
版
図

り

の
町
名
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
便
称
・
俗
称
、

い

わ
ぱ
民
称
で
あ
り
、
中
井
の
手
書
き
図
の
そ
れ

は
、
行
政
の
側
の
称
呼
、
い
わ
ぱ
官
称
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
民
称
、
官
称
、
そ
れ
ぞ
れ
に
由
来

す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ど
ち
ら
が
由
緒
正
し
い
か

は
一
概
に
定
め
か
ね
る
け
れ
ど
、
木
版
図
を
年
代

を
追
っ
て
見
て
ゆ
く
と
、
民
称
の
ほ
と
ん
ど
は
、

遅
速
ま
ち
ま
ち
な
が
ら
、
宝
暦
の
こ
ろ
ま
で
に
官

称
に
取
っ
て
代
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
官
称
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に
は
幕
府
の
姿
勢
が
当
然
な
が
ら
表
に
見
え
て
い

て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
る
民
称
「
だ
い
う
す

町
」
(
デ
ウ
ス
の
町
の
謂
)
1
若
宮
通
高
辻
下
ル

と
岩
上
通
四
条
下
ル
の
二
か
町
1
に
は
、
寛
永

の
当
初
か
ら
「
菊
屋
町
」
「
佐
竹
町
」
と
い
っ
九

名
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
元
禄
の
綱
吉
の
時
に

は
、
娘
鶴
姫
の
文
字
を
民
問
で
用
い
る
こ
と
を
禁

じ
て
、
従
来
「
鶴
屋
町
」
と
称
し
九
町
々
(
当

時
、
市
中
に
六
か
町
あ
っ
九
)
を
す
べ
て
新
し
い

名
に
変
更
さ
せ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
い
る
。
現

在
、
京
都
に
「
亀
屋
町
」
は
十
一
も
あ
る
の
に

「
鶴
屋
町
」
が
一
つ
も
な
い
の
は
綱
吉
の
せ
い
で

あ
る
わ
け
だ
。

先
に
述
べ
九
中
井
の
「
洛
中
絵
図
」
で
「
二
条

城
L
 
の
姿
を
見
る
と
、
全
然
歪
め
て
描
い
て
な
い

が
、
こ
の
城
は
一
泉
都
人
な
ら
誰
も
知
る
と
お
り
、

全
体
に
少
し
右
へ
振
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

角
度
は
三
度
強
。
ま
こ
と
に
中
途
半
端
な
歪
み
方

で
は
な
い
か
。
 
1
方
位
正
し
き
碁
盤
の
目
の
よ

し
や

う
な
京
の
町
中
に
お
い
て
、
ち
ょ
つ
と
斜
に
構
え

九
気
取
り
な
の
か
。
い
や
、
こ
れ
は
作
事
に
際
し

て
、
方
位
の
基
準
に
磁
石
を
用
い
た
の
だ
。
当
時

の
測
量
者
は
ま
だ
磁
石
の
,
偏
角
'
の
鴛
を
持

つ
て
い
な
か
っ
九
。
し
か
も
彼
ら
に
と
っ
て
は
、

天
文
に
よ
る
よ
り
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
の
航
海
者
の

用
い
る
磁
石
に
よ
る
方
が
、
新
し
い
理
論
で
あ
り

ほ
り

技
術
だ
っ
た
。
城
の
東
濠
と
堀
川
と
の
間
隔
を
、

北
の
方
で
二
十
四
間
、
南
の
方
で
三
十
間
半
と
明

ら
か
に
記
し
な
が
ら
、
彼
ら
は
地
図
を
描
く
に
当

た
っ
て
、
二
条
城
を
決
し
て
歪
め
て
書
き
は
し
な

か
っ
た
。
ー
こ
ん
な
こ
と
を
、
以
前
あ
る
本
に

書
い
た
。
い
わ
ぱ
,
直
観
'
の
仮
説
で
、
贅
否
の

反
応
も
な
く
て
過
ぎ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
あ
と

で
、
「
聚
楽
第
跡
発
掘
調
査
概
要
」
(
平
安
宮
跡
発

掘
調
査
団
・
昭
和
五
十
一
年
)
を
見
た
ら
、
二
条

城
よ
り
十
六
年
前
に
着
工
し
た
「
聚
楽
第
」
も
ほ

ぼ
伺
じ
ぐ
ら
い
の
角
度
で
、
同
じ
よ
う
に
頭
を
東

へ
傾
け
て
い
た
ら
し
い
と
記
述
し
て
い
た
。
こ
の

こ
ろ
の
測
量
記
録
が
今
日
残
っ
て
い
る
か
ど
ぅ
か

知
ら
な
い
が
、
古
地
図
を
眺
め
て
い
る
う
ち
に
、

こ
ん
な
考
え
が
浮
か
ん
だ
り
す
る
の
も
一
つ
の
楽

し
み
で
あ
る
。

楽
し
み
と
言
え
ぱ
、
古
地
図
の
楽
し
み
の
一
つ

は
,
謎
觧
き
'
に
あ
る
。
詔
の
無
い
木
版
図

の
、
図
形
や
文
字
を
あ
れ
こ
れ
検
討
し
て
ゆ
く
う

ち
に
、
ふ
と
し
た
手
が
か
り
か
ら
そ
の
年
代
が
推

定
で
き
た
時
は
、
一
服
の
煙
草
の
味
も
ち
が
う
の

で
あ
る
。
幕
府
役
人
の
名
前
、
町
名
、
禁
裏
の

形
、
社
寺
の
位
置
、
新
地
の
開
け
具
合
:
:
・
・
ど
こ

に
鍵
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
わ
け
だ
。
私
は
天
眼

鏡
を
片
手
に
、
し
ぱ
し
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
と
推
理

の
世
界
に
ひ
た
り
込
む
。

も
と
よ
り
、
私
は
古
地
図
の
コ
レ
ク
タ
ー
で
は

な
い
。
私
の
眺
め
る
古
地
図
は
す
べ
て
が
写
真
か

複
製
で
あ
る
。
初
め
の
う
ち
は
、
所
蔵
の
図
書
館

へ
出
向
い
て
、
撮
影
許
可
を
貰
っ
て
、
自
分
の
力

メ
ラ
で
分
割
で
撮
っ
た
。
京
大
の
「
寛
永
後
万
治

前
京
都
全
図
」
は
六
・
三
六
メ
ー
ト
ル
に
二

八

ニ
メ
ー
ト
ル
の
大
き
な
手
書
き
図
だ
が
、
三
百
枚

ほ
ど
に
分
け
て
撮
っ
九
。
今
で
は
す
で
に
立
派
な

写
真
複
製
(
七
十
枚
分
割
)
が
出
て
い
る
が
、
私

に
と
っ
て
は
嵐
分
の
写
し
た
拙
い
も
の
の
方
が
、

原
図
を
仂
佛
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
,
あ
ぱ
九
も
え
く
ぽ
'
な
の
だ
ろ
う

け
れ
ど
、
古
地
図
の
持
つ
稚
拙
さ
、
暖
昧
さ
、
場

合
に
ょ
っ
て
は
不
合
理
さ
さ
え
が
、
今
の
私
に
は

愛
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
遠
い
祖
先
が
、
こ

ん
な
も
の
を
手
に
し
て
、
時
に
は
迷
い
な
が
ら
、

寺
へ
詣
り
、
人
の
家
を
訪
ね
、
名
所
の
花
を
探
し

た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
に
つ
け
て
も
、
他
の
書
物

に
な
い
ぬ
く
と
さ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
か
ら

だ
ろ
う
。

(
高
等
学
校
塾
副
)
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