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コ
ロ
ナ
の
隙
を
つ
い
て
調
査
旅
行

榎
　
本
　
　
　
渉

こ
の
四
月
、
鹿
児
島
へ
四
日
間
、
久
し
ぶ
り
の
調
査
旅
行
に
行
っ
て
き
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行

か
ら
二
年
、
東
京
へ
の
日
帰
り
調
査
は
と
も
か
く
、
数
日
に
わ
た
る
遠
出
の
機
会
は
な
か
な
か
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
感
染
状
況
も
そ
ろ
そ
ろ
落
ち
着
い
た
か
と
思
っ
て
計
画
を
入
れ
て
も
、
行
く
頃
に
な
る
と
緊
急
事
態
宣
言

や
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
の
実
施
に
ぶ
つ
か
り
、
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
鹿
児
島
調
査
も
、

実
に
三
度
目
の
計
画
で
よ
う
や
く
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
回
は
誰
に
も
連
絡
せ
ず
に
、
一
人
で
予
定
を
立
ち
上
げ
た
。
い
つ
感
染
が
拡
大
す
る
か
分
か
ら
な
い
中
で
、

行
け
る
と
判
断
し
た
時
点
で
急
ぎ
動
い
た
の
で
あ
る
。
鉄
道
の
な
い
地
域
の
バ
ス
停
の
位
置
を
確
認
し
、
一
日

数
本
の
バ
ス
路
線
を
利
用
し
た
行
程
を
検
討
す
る
の
は
、
パ
ズ
ル
を
解
く
よ
う
な
作
業
だ
っ
た
し
、
レ
ン
タ
サ

イ
ク
ル
利
用
予
定
の
日
に
大
雨
の
予
報
が
出
た
こ
と
を
受
け
て
急
遽
日
程
を
組
み
換
え
る
な
ど
、
な
か
な
か
面

倒
は
多
か
っ
た
。
だ
が
久
々
に
調
査
に
行
け
そ
う
な
気
配
の
中
で
、
私
に
は
そ
れ
す
ら
も
楽
し
い
作
業
で
あ
っ

た
。
今
回
は
研
究
の
記
録
と
言
う
よ
り
は
個
人
的
な
旅
の
備
忘
録
と
し
て
、
見
て
き
た
も
の
や
体
験
し
て
き
た

こ
と
の
一
部
を
摘
記
し
て
お
き
た
い
。

今
回
の
巡
見
地
の
内
、
現
南
さ
つ
ま
市
の
金
峰
町
・
加
世
田
・
坊
津
町
に
つ
い
て
は
、
大
学
院
生
時
代
の

二
〇
〇
一
年
に
訪
問
し
た
こ
と
が
あ
る
。
再
訪
の
理
由
と
し
て
、
一
つ
は
注
目
す
べ
き
考
古
学
上
の
発
見
が
相

次
ぎ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
博
物
館
の
新
設
・
刷
新
が
あ
っ
た
こ
と
、
一
つ
は
こ
の
地
域
に
散
在
す
る
石
造
物
が
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対
外
交
流
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
今
回
の
調
査
は
、
こ
う
し
た
研

究
状
況
の
変
化
を
受
け
て
、
二
〇
年
前
に
は
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
見
過
ご
し
て
い
た
こ
と
を
再
確
認

し
に
行
く
旅
だ
っ
た
。

二
〇
〇
五
年
に
設
立
さ
れ
た
歴
史
交
流
館
金
峰

は
、
今
回
の
目
的
地
の
一
つ
だ
っ
た
。
平
安
後
期
〜

鎌
倉
時
代
の
宋
・
元
代
中
国
と
の
貿
易
は
、
主
に
福

岡
県
の
博
多
津
を
窓
口
と
し
て
行
な
わ
れ
た
が
、

一
九
九
〇
年
代
に
入
り
、
薩
摩
半
島
の
先
端
部

（
万ま

の

せ

之
瀬
川
下
流
域
の
持も
っ
た
い
ま
つ

躰
松
遺
跡
な
ど
）
や
奄
美

群
島
（
奄
美
大
島
の
倉
木
崎
海
底
遺
跡
や
喜
界
島
の

城ぐ
す
く久
遺
跡
な
ど
）
で
、
当
該
期
の
宋
代
の
陶
磁
器
片

が
数
百
〜
数
千
点
規
模
で
出
土
す
る
遺
跡
が
次
々
と

発
見
さ
れ
た１

。
歴
史
交
流
館
金
峰
は
、
万
之
瀬
川
下

流
域
に
位
置
す
る
金
峰
町
の
発
掘
成
果
を
踏
ま
え
、

外
と
の
交
流
を
前
面
に
押
し
出
し
た
博
物
館
で
あ

る
。
平
安
・
鎌
倉
期
の
展
示
品
で
は
、
や
は
り
豊
富

な
宋
代
の
中
国
製
陶
磁
器
に
目
を
引
か
れ
る
が
、
国

産
品
に
お
い
て
も
、
徳
之
島
の
カ
ム
イ
ヤ
キ
、
長
崎

県
西
彼
杵
半
島
の
滑か
っ
せ
き石
製
品
、
熊
本
県
の
樺か
ば
ば
ん
じ
ょ
う

番
丈

窯
系
の
甕
、
畿
内
製
の
瓦が

き器
碗
、
愛
知
県
常
滑
産
の

薩摩半島南端部地図
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陶
器
な
ど
、
特
定
の
地
域
で
製
作
さ
れ
た
も
の
や
遠
隔
地
の
製
品
が
目
立
つ
。
こ
れ
ら
の
遺
物
を
踏
ま
え
て
ど

の
よ
う
な
流
通
路
が
想
定
で
き
る
か
。
た
と
え
ば
宋
か
ら
南
九
州
ま
で
直
行
す
る
中
国
商
船
が
あ
っ
た
の
か
、

一
度
博
多
に
運
ば
れ
た
も
の
が
沿
岸
航
路
を
伝
っ
て
運
搬
さ
れ
た
の
か
。
研
究
者
の
間
で
も
ま
だ
共
通
の
理
解

に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
当
該
期
の
日
本
列
島
の
貿
易
構
造
を
考
え
る
上
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
の
目
的
に
は
、
中
世
の
中
国
系
石
造
物
の
確
認
も
あ
っ
た
。
今
年
度
、
大
谷
大
学
の
鈴
木
寿
志

氏
と
と
も
に
、
文
化
地
質
学
に
関
す
る
共
同
研
究
会
「
日
本
文
化
の
地
質
学
的
特
質
」
を
開
催
す
る
こ
と
に

な
っ
た
た
め
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
鹿
児
島
の
石
造
物
を
見
て
回
っ
て
お
き
た
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
調
査
対
象

の
中
心
は
薩
摩
塔
で
あ
る
。
こ
れ
は
九
州
の
一
部
地
域
に
の
み
伝
わ
る
異
形
の
石
塔
で
、
近
年
の
研
究
に
よ
っ

て
、
ほ
と
ん
ど
が
南
宋
・
元
代
、
一
三
〜
一
四
世
紀
の
中
国
で
作
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
多
く
は

赤
味
を
帯
び
た
特
徴
的
な
石
材
で
作
ら
れ
て
お
り
、
中
国
浙
江
省
の
寧
波
で
産
す
る
紫
灰
色
凝
灰
岩
の
一
種
で

あ
る
梅
園
石
と
考
え
ら
れ
て
い
る２

。
寧
波
（
当
時
は
慶
元
）
は
日
本
向
け
の
貿
易
港
で
も
あ
り
、
薩
摩
塔
は
寧

波
か
ら
貿
易
船
で
運
ば
れ
た
舶
載
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
半
世
紀
前
に
は
旧
薩
摩
国
内
の
も
の
し
か
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
た
め
、
薩
摩
塔
と
称
す
る
が
、
現
在
は
鹿
児
島
県
域
の
旧
大
隅
国
内
の
他
、
福
岡
・
佐
賀
・
長

崎
県
域
で
も
多
く
の
作
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
薩
摩
塔
の
分
布
地
域
で
は
、
宋
風
獅
子
な
ど
他
の
中
国

系
石
造
物
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
も
の
も
あ
る
が
、
舶
載
品
と
い
う
視

点
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

今
回
は
諸
般
の
事
情
で
実
見
の
か
な
わ
な
か
っ
た
石
造
物
も
あ
る
が
、
多
く
は
現
地
で
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
博
物
館
に
移
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
た
と
え
ば
南
九
州
市
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
知
覧
に
は
、
川
辺
町

宝
光
院
跡
旧
在
の
薩
摩
塔
が
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
び
こ
れ
を
見
る
た
め
に
同
館
を
訪
れ
た
と
こ

ろ
、
川
辺
町
の
鎌
倉
期
の
文
化
財
を
展
示
す
る
特
別
展
「
鎌
倉
頃
の
十
三
件
」（
タ
イ
ト
ル
は
今
年
の
大
河
ド
ラ
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マ
「
鎌
倉
殿
の
十
三
人
」
の
パ

ロ
デ
ィ
） 

が
開
催
さ
れ
て
お
り
、

幸
運
に
も
普
段
非
公
開
の
宋
風

獅
子
の
破
片
（
薩
摩
塔
の
あ
る

川
辺
町
の
水
元
神
社
で
近
年
発

見
さ
れ
た
）
も
展
示
さ
れ
て
い

た
。
鹿
児
島
の
中
国
系
石
造
物

の
多
く
は
万
之
瀬
川
流
域
に
分

布
し
て
お
り
、
薩
摩
塔
・
宋
風

獅
子
が
伝
わ
る
川
辺
町
も
万
之

瀬
川
の
中
流
域
に
属
す
る
。
川

辺
町
で
は
領
主
河
辺
氏
の
居
館

跡
や
そ
の
近
く
の
馬ば
ば
ん
た

場
田
遺
跡

か
ら
も
一
三
〜
一
四
世
紀
を
中
心
と
す
る
国
内
外
の
陶
磁
器
が
多
く
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
一
部
も
展
示
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
ら
は
万
之
瀬
川
を
通
じ
て
運
ば
れ
て
き
た
に
違
い
な
い
。

か
つ
て
鹿
児
島
の
対
外
貿
易
港
と
し
て
は
、
坊
津
が
第
一
に
想
定
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は
、
一
四
世
紀

頃
ま
で
は
万
之
瀬
川
流
域
が
薩
摩
の
主
要
な
貿
易
拠
点
も
し
く
は
流
通
拠
点
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ

が
坊
津
に
も
薩
摩
塔
が
一
基
伝
来
し
て
お
り
、
一
四
世
紀
以
前
の
坊
津
の
対
外
交
流
の
物
証
で
あ
る
可
能
性
が

あ
る
。
こ
れ
は
坊
津
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
輝
津
館
に
常
設
さ
れ
て
お
り
、
他
の
薩
摩
塔
と
同
様
に
赤
い
石
材
で

作
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
。
実
は
こ
の
塔
は
、
以
前
訪
問
し
た
時
に
も
展
示
さ
れ
て
い
た
ら
し
い

川辺町水元神社の薩摩塔（著者撮影）
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（
当
時
輝
津
館
は
坊
津
町
歴
史
民
俗
資
料
館
と
言
っ
た
）。
だ
が
そ
の
頃
の
私
は
こ
れ
を
中
国
と
関
わ
る
文
化
財

と
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
か
、
見
た
記
憶
が
な
い
。
文
献
も
遺
物
も
関
心
が
向
け
ら
れ
て
初
め
て
「
資
料
」

と
な
る
こ
と
、
関
心
の
広
狭
が
「
資
料
」
の
多
少
に
直
結
す
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。

以
上
は
博
物
館
訪
問
の
話
だ
が
、
寺
院
・
居
館
跡
や
遺
跡
の
場
所
に
赴
い
て
、
古
地
図
や
地
形
図
を
見
な
が

ら
立
地
条
件
を
確
認
す
る
こ
と
も
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
た
と
え
ば
金
峰
町
の
南
の
加
世
田
に
は
、
唐
仁
原

（
唐
人
原
と
も
）・
唐
仁
塚
（
都
人
塚
と
も
）・
当
房
（
唐
房
と
も
）
な
ど
中
国
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
地
名
が
多

い
。
こ
れ
を
宋
人
の
居
留
に
由
来
す
る
地
名
と
考
え
る
説
も
あ
る３

。
土
地
の
記
憶
を
考
え
る
時
に
、
現
地
に

立
っ
て
周
囲
の
旧
道
・
古
寺
社
と
の
位
置
関
係
や
遺
跡
と
の
距
離
感
を
体
感
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
「
成
果
」

に
直
結
は
し
な
く
と
も
、
研
究
に
深
み
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

踏
査
に
当
た
っ
て
は
一
応
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
て
行
動
し
た
が
、
な
か
な
か
予
定
通
り
に
な
ら
な
い
の
が

旅
の
常
で
あ
り
、
ま
た
醍
醐
味
で
も
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
金
峰
町
で
観
音
寺
跡
の
周
辺
の
山
道
を
踏
査
し
た

時
の
こ
と
を
書
こ
う
。
観
音
寺
は
平
安
末
期
か
ら
室
町
期
に
金
峰
町
域
（
当
時
は
阿
多
郡
）
を
支
配
し
た
阿
多

氏
・
鮫
島
氏
・
二
階
堂
氏
が
保
護
し
た
寺
院
で
あ
る
。
寺
跡
の
周
り
に
は
山
道
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
中
に
唐
船
塚
と
い
う
、
い
か
に
も
い
わ
く
あ
り
げ
な
字
名
を
持
つ
場
所
が
あ
る
。
何
も
な
い
と
は
思
い
な
が

ら
散
策
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
偶
然
草
刈
り
を
し
て
い
た
一
人
の
老
人
に
出
会
っ
た
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
を
一
人
で

歩
く
よ
そ
者
の
中
年
男
性
に
、
老
人
は
大
変
驚
い
た
よ
う
だ
が
、
私
の
目
的
を
話
す
と
安
心
し
て
、
こ
の
あ
た

り
の
地
理
や
昔
の
話
な
ど
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
（
唐
船
塚
の
情
報
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
）。
話
好
き
な
方
で
、

一
つ
の
こ
と
を
聞
き
出
す
ま
で
の
長
時
間
別
の
話
を
聞
い
た
り
も
し
た
が
、
万
之
瀬
川
流
域
か
ら
海
を
経
て
野

間
岳
ま
で
見
渡
せ
る
場
所
ま
で
連
れ
て
行
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
大
変
あ
り
が
た
か
っ
た
。
き
っ
と
こ
の
寺
の

保
護
者
だ
っ
た
中
世
阿
多
郡
の
領
主
は
、
寺
僧
を
通
じ
て
万
之
瀬
川
へ
の
船
の
出
入
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
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の
だ
ろ
う
。
結
局
観
音
寺
跡
で
の
滞
在
は
予
定
よ
り
一
時
間
も
長
く
な
り
、
乗
る
つ
も
り
の
バ
ス
も
逃
し
て
タ

ク
シ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
思
え
ば
見
知
ら
ぬ
土
地
で
見
知
ら
ぬ
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
る
こ
と
な
ど
、
何
年
ぶ
り
の
こ
と
か
。
こ
の
出
会
い
に
タ
ク
シ
ー
代
三
千
円
は
高
く
な
い
。

坊
津
町
で
は
港
を
歩
い
て
い
る
時
、
何
を
探
し
て
い
る
の
か
と
、
一
人
の
親
切
そ
う
な
老
人
か
ら
声
を
か
け

て
い
た
だ
い
た
。
私
が
探
し
て
い
た
の
は
港
の
墓
地
で
あ
る
。
そ
こ
に
福
井
県
の
日ひ
び
き
い
し

引
石
製
の
石
塔
が
あ
る
と

の
情
報
を
得
て
い
た
。
日
引
石
製
の
石
造
物
は
中
世
の
日
本
海
交
通
の
要
地
に
点
在
し
、
中
世
海
運
の
広
が
り

を
伝
え
る
物
証
だ
が
、
坊
津
町
は
そ
の
南
端
に
当
た
る
。
お
目
当
て
の
地
図
は
二
次
元
の
地
図
で
は
さ
ほ
ど
遠

く
な
い
よ
う
に
見
え
た
が
、
老
人
に
聞
く
と
、
切
り
立
っ
た
崖
の
上
に
あ
る
こ
と
が
判
明
。
三
次
元
に
す
る
と

相
当
の
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
日
は
す
で
に
移
動
や
他
所
の
調
査
で
時
間
を
取
ら
れ
て
い
た
た

め
、
楽
し
み
に
し
て
い
た
港
で
の
昼
食
を
抜
い
て
も
時
間
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
崖
の
上
の
墓
地
は

諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
だ
が
さ
ら
に
悔
し
い
こ
と
に
、
こ
の
老
人
は
他
に
も
色
々
な
見
ど
こ
ろ
を
知
っ
て

い
る
ら
し
い
。
聞
け
ば
港
で
民
宿
を
経
営
し
て
い
る
と
の
こ
と
。
そ
の
民
宿
は
当
初
私
が
宿
泊
し
よ
う
と
し
て

連
絡
し
た
が
断
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
二
室
で
満
室
と
さ
れ
た
）。
こ
れ
は
是
非
ま
た

再
訪
し
て
話
を
聞
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
後
ろ
髪
を
引
か
れ
つ
つ
、
私
は
港
を
後
に
し
た
。

こ
う
い
う
現
地
調
査
を
気
軽
に
で
き
る
日
々
も
、
そ
ろ
そ
ろ
戻
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）

1
　『
古
代
文
化
』
五
五
―
二
・
三
号
の
特
集
「
一
一
〜
一
五
世
紀
に
お
け
る
南
九
州
の
歴
史
的
展
開
」（
二
〇
〇
三
年
）、

『
貿
易
陶
磁
研
究
』
四
〇
号
の
特
集
「
南
九
州
か
ら
奄
美
諸
島
の
貿
易
陶
磁
」（
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
。

2
　
桃
崎
祐
輔
・
山
内
亮
平
・
阿
部
悠
理
「
九
州
発
見
中
国
製
石
塔
の
基
礎
的
研
究
」（『
福
岡
大
学
考
古
資
料
集
成
』



37

四
、二
〇
一
一
年
）、
井
形
進
『
薩
摩
塔
の
時
空
』（
花
乱
社
選
書
、
二
〇
一
二
年
）、
橋
口
亘
「
薩
摩
南
部
の
中
世
考

古
資
料
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
鹿
児
島
考
古
』
四
四
、二
〇
一
四
年
）、
井
形
進
編
『
九
州
に
偏
在
す
る
中
国
系
彫
刻

に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
』（
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
一
八
年
）、
大
木
公

彦
・
高
津
孝
「
浙
江
石
材
と
日
本
中
世
」（
市
村
高
男
編
『
中
世
石
造
物
の
成
立
と
展
開
』
高
志
書
院
、
二
〇
二
〇

年
）。

3
　
柳
原
敏
昭
『
中
世
日
本
の
周
縁
と
東
ア
ジ
ア
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）。




