
は
し
が
き

　

一
九
八
四
年
二
月
、
冒
険
家
の
植
村
直
己
は
厳
冬
期
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
の
登
頂
に
成
功
し
た
が
、
下
山
途
中
で
消
息
を
絶
ち
、
テ
レ
ビ

で
は
各
局
が
植
村
の
安
否
を
危
惧
す
る
よ
う
な
特
別
番
組
を
放
送
し
て
い
た
。
当
時
小
学
生
だ
っ
た
筆
者
は
、
植
村
直
己
の
名
前
く
ら

い
は
知
っ
て
い
た
が
、「
北
極
と
か
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
と
か
、
寒
い
と
こ
ろ
で
冒
険
を
し
て
い
る
人
」
と
い
う
く
ら
い
の
認
識
し
か
な
く
、

こ
の
報
道
に
と
く
に
強
い
印
象
を
も
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
同
年
に
リ

リ
ー
ス
さ
れ
た
嘉
門
達
夫
の
曲
、「
ゆ
け
！
ゆ
け
！
川
口
浩
！
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
水
曜
ス
ペ
シ
ャ
ル
の
﹃
川
口
浩
探
検
シ
リ
ー

ズ
﹄
は
大
好
き
な
番
組
で
、
年
に
数
回
放
送
さ
れ
る
こ
の
番
組
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
。
そ
の
他
に
よ
く
観
て
い
た
番
組
は
、﹃
兼
高

か
お
る
世
界
の
旅
﹄︵
一
九
五
九
~
九
〇
年
︶
や
、﹃
野
生
の
王
国
﹄︵
一
九
六
三
~
九
〇
年
︶
だ
っ
た
。
我
が
家
で
は
子
ど
も
に
は
チ
ャ
ン

ネ
ル
決
定
権
が
な
く
︵
テ
レ
ビ
は
家
に
一
台
し
か
な
か
っ
た
︶、
前
者
は
母
親
の
チ
ョ
イ
ス
、
後
者
は
父
親
の
チ
ョ
イ
ス
だ
っ
た
が
、
筆
者

は
い
ず
れ
の
番
組
も
か
な
り
真
剣
に
観
て
い
た
記
憶
が
あ
る
。
い
ま
か
ら
考
え
る
に
、
筆
者
の
「
冒
険
・
探
検
」
の
体
験
は
す
べ
て
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
、
と
く
に
お
茶
の
間
の
テ
レ
ビ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

　

大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
、
実
際
に
バ
ッ
ク
パ
ッ
カ
ー
に
憧
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
登
山
を
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
筆
者
は
「
冒
険
・

探
検
」
の
実
践
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
文
化
社
会
学
者
︵
メ
デ
ィ
ア
研
究
者
︶
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
あ
る
と
き
︵
記
憶
で
は
二
〇
一
六
年

の
冬
︶、「
冒
険
・
探
検
研
究
会
」
を
主
宰
さ
れ
て
い
る
鈴
木
康
史
先
生
︵
奈
良
女
子
大
学
︶
か
ら
連
絡
が
あ
り
、「「
川
口
浩
探
検
シ
リ
ー

ズ
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
論
文
を
一
本
書
い
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
う
ご
依
頼
を
い
た
だ
い
た
。
お
お
よ
そ
、
筆
者
は
﹃
女
子
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
の
誕
生
と
メ
デ
ィ
ア
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︶
な
ど
、「
イ
ロ
モ
ノ
系
」
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
あ
り
が
た
く

依
頼
を
承
諾
し
た
次
第
で
あ
る
。
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そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、「
冒
険
・
探
検
研
究
会
」
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
研
究
会
で
は
様
々
な
冒
険
家
や
学
者
の
名
前
が
登
場

し
て
い
た
。
筆
者
も
学
者
の
は
し
く
れ
な
の
で
、
今
西
錦
司
や
梅
棹
忠
夫
、
小
田
実
な
ど
に
つ
い
て
は
そ
れ
な
り
に
最
低
限
の
こ
と
は

知
っ
て
い
た
。
だ
が
、
戦
前
の
福
島
安
正
や
白
瀬
矗
、
戦
後
の
堀
江
謙
一
や
三
浦
雄
一
郎
な
ど
数
々
の
冒
険
家
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど

知
識
が
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
こ
の
界
隈
で
「
カ
ワ
グ
チ
」
と
い
え
ば
決
し
て
川
口
浩
の
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
く
、
明
治
期
に
チ

ベ
ッ
ト
を
探
検
し
た
河
口
慧
海
だ
と
い
う
事
実
も
恥
ず
か
し
な
が
ら
初
め
て
知
っ
た
。
さ
ら
に
、
参
加
者
の
皆
様
か
ら
様
々
な
未
知
な

る
情
報
を
ご
教
授
い
た
だ
く
中
で
、
筆
者
に
は
「
戦
後
史
、
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
史
︵
書
籍
、
映
画
、
テ
レ
ビ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
︶

を
軸
に
し
て
、
冒
険
・
探
検
に
つ
い
て
の
言
説
・
表
象
の
変
容
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
、
漠
然
と
し
た

ア
イ
デ
ア
が
浮
か
ん
だ
の
だ
。
そ
も
そ
も
冒
険
・
探
検
よ
り
も
、
戦
後
の
大
衆
文
化
の
変
容
、
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
史
に
関
心
が
あ
っ

た
の
で
、
筆
者
が
そ
の
よ
う
な
発
想
に
至
っ
た
の
は
あ
る
意
味
で
必
然
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
植
村
直
己
や
堀
江
謙
一
、
三
浦
雄
一
郎
な
ど
、
有
名
な
冒
険
家
・
探
検
家
に
つ
い
て
の
言
説
を
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
彼

ら
が
多
く
の
人
々
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
た
事
実
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
彼
ら
に
対
し
て
か
な
り
批
判
的
な
意
見
も
あ
り
、
さ
ら
に
言
え

ば
「
誹
謗
中
傷
」
に
近
い
言
葉
も
散
見
さ
れ
る
こ
と
に
興
味
を
ひ
か
れ
た
。
そ
う
い
っ
た
批
判
の
根
拠
も
、
時
代
に
よ
っ
て
様
々
な
も

の
が
現
れ
て
は
消
え
て
い
く
︵
あ
る
い
は
ま
た
現
れ
る
︶
の
だ
。「
無
謀
」「
英
雄
気
取
り
」「
社
会
に
役
立
た
な
い
」「
無
教
養
」「
商
業

主
義
」「
歴
史
的
な
意
義
が
な
い
︵
二
番
煎
じ
︶」「
単
独
行
と
は
み
な
せ
な
い
」「
ヤ
ラ
セ
」
な
ど
、
そ
れ
ら
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

一
方
で
、
そ
れ
が
反
転
し
て
、「
青
年
を
体
現
し
た
！
」「
素
晴
ら
し
い
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
！
」「
学
校
教
育
で
も
使
え
る
模

範
的
存
在
︵
努
力
・
忍
耐
・
主
体
性
な
ど
︶」「
ヤ
ラ
セ
で
あ
っ
て
も
楽
し
め
る
！
」
な
ど
、
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
。

　

さ
ら
に
、
メ
デ
ィ
ア
論
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
冒
険
家
・
探
検
家
は
映
画
ス
タ
ー
や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
、
人
気
歌
手
な
ど
に
比
べ
て
、
別

の
特
徴
が
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
い
た
。
ど
の
よ
う
な
有
名
人
も
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
広
く
伝
え
ら
れ
、
多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
て
初
め

て
「
有
名
人
」
に
な
る
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
冒
険
家
・
探
検
家
は
、
私
た
ち
の
日
常
と
は
か
け
離
れ
た

「
外
部
の
世
界
」
へ
出
て
い
き
、
未
知
な
る
も
の
を
発
見
し
、
そ
の
貴
重
な
経
験
を
多
く
の
「
内
部
の
人
々
」
に
伝
え
て
く
れ
る
。
言

い
換
え
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
社
会
で
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、「
未
知
な
る
世
界
」
や
「
独
自
の
体
験
」
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を
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
る
存
在
、
す
な
わ
ち
「
メ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
」
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
認
識
を
も
つ
な
か
で
、
筆
者

の
こ
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
関
心
は
、
さ
ら
に
高
く
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
。

　

本
書
は
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
「
冒
険
・
探
検
」
と
メ
デ
ィ
ア
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
構
成
は
「
序
章
」「
第

Ⅰ
部
」「
第
Ⅱ
部
」「
第
Ⅲ
部
」
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
序
章
で
は
、
本
書
の
研
究
視
点
で
あ
る
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
分
析
基
軸
や
枠

組
み
を
あ
ら
た
め
て
示
し
、
本
書
の
問
題
設
定
を
明
確
に
す
る
。
さ
ら
に
、
戦
前
に
行
わ
れ
た
「
冒
険
・
探
検
」
に
関
す
る
研
究
を
概

観
し
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
た
数
々
の
論
点
を
抽
出
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
論
点
は
戦
後
の
「
冒
険
・
探
検
」
に
関
す
る

議
論
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

第
Ⅰ
部
︵
第
１

章
、
第
２

章
︶
で
は
、
戦
前
か
ら
続
く
大
規
模
な
「
学
術
探
検
」
と
、
一
九
六
〇
年
代
の
小
田
実
や
堀
江
謙
一
の
よ
う

な
「
個
人
の
冒
険
」
を
比
較
し
、
そ
れ
ら
が
大
衆
か
ら
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
消
費
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
論
じ
て
い
る
。
そ
も

そ
も
「
学
術
探
検
」
は
「
映
画
化
」
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
内
容
は
戦
前
と
戦
後
で
表
面
的
に
は
大
き
な
断
絶
が
あ
り
な
が
ら
も
、

根
底
で
は
根
強
い
連
続
性
を
持
っ
て
お
り
、
第
１

章
で
は
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
第
２

章
で
は
、
六
〇
年
代
に
脚
光
を
浴

び
た
小
田
や
堀
江
の
よ
う
な
「
個
人
的
な
動
機
」
に
基
づ
く
冒
険
に
注
目
し
、
そ
れ
が
大
衆
や
知
識
人
か
ら
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け

た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
時
代
的
要
因
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　

第
Ⅱ
部
︵
第
３

章
~
第
５

章
︶
で
は
、
一
九
六
四
年
に
日
本
人
の
海
外
渡
航
が
自
由
化
さ
れ
、
海
外
へ
の
旅
が
大
衆
に
開
か
れ
て
い
っ

た
時
代
の
「
冒
険
・
探
検
」
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
こ
の
時
代
に
は
、
北
極
・
南
極
・
エ
ベ
レ
ス
ト
が
す
で
に
人
類
に
よ
っ
て
制
覇
さ

れ
、「
前
人
未
到
の
地
」
が
ほ
ぼ
地
球
上
か
ら
消
え
か
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
日
本
社
会
は
高
度
成
長
期
か
ら
バ
ブ
ル
期
を
迎
え
、「
冒

険
・
探
検
」
を
行
う
う
え
で
の
社
会
状
況
も
大
き
く
変
化
し
、
さ
ら
に
三
浦
雄
一
郎
や
植
村
直
己
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
数
多
く

の
冒
険
家
・
探
検
家
を
生
み
出
し
て
い
た
。
さ
ら
に
七
〇
年
代
以
降
、「
テ
レ
ビ
黄
金
時
代
」
を
迎
え
、﹃
川
口
浩
探
検
シ
リ
ー
ズ
﹄
の

よ
う
な
番
組
も
登
場
し
て
き
た
。
意
外
な
事
実
だ
が
、
現
在
で
は
決
し
て
「
真
正
な
冒
険
家
」
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
川
口
浩
の
冒

険
番
組
が
、
か
つ
て
は
大
衆
か
ら
「
真
面
目
な
番
組
」
と
し
て
称
賛
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
三
浦
雄
一
郎
が
海
外
映
画
を
通
し
て
世
界
的

はしがき
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に
評
価
さ
れ
た
の
も
、
実
は
日
本
に
お
け
る
邦
画
の
衰
退
と
大
き
な
関
係
が
あ
っ
た
の
だ
。
以
上
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
状
況
の
変
化
を

追
い
つ
つ
、
三
浦
、
植
村
、
川
口
浩
ら
に
対
す
る
評
価
が
時
代
ご
と
に
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
社
会
的
、
あ
る
い

は
メ
デ
ィ
ア
史
的
要
因
は
何
だ
っ
た
の
か
を
考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
探
検
行
と
メ
デ
ィ
ア
と
の
複
雑
な
関
係
を
解
き
明
か
し
て
い
く
。

　

第
Ⅲ
部
︵
第
６

章
~
第
８

章
︶
で
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
の
九
〇
年
代
以
降
の
「
冒
険
・
探
検
」
に
注
目
し
、
そ
の
「
多
様
化
」
と
メ

デ
ィ
ア
と
の
関
係
の
変
化
に
注
目
す
る
。
テ
レ
ビ
に
関
し
て
言
え
ば
、
猿
岩
石
な
ど
の
芸
人
が
バ
ラ
エ
テ
ィ
的
「
冒
険
・
探
検
」
に
起

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
多
く
の
若
者
か
ら
支
持
を
得
て
い
た
。
一
方
で
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
新
し
い
発
想
で
冒
険
・
探
検
を
始

め
た
の
が
、
栗
城
史
多
や
角
幡
唯
介
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
メ
デ
ィ
ア
や
新
技
術
に
依
存
し
︵
あ
る
い
は
依
存
せ
ず
︶、

自
身
に
特
徴
的
な
探
検
・
冒
険
の
形
を
構
想
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
猿
岩
石
や
栗
城
に
関
し
て
は
、
彼
ら
の
冒
険
行
に

対
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
言
説
空
間
で
は
様
々
な
称
賛
や
批
判
が
入
り
乱
れ
て
い
た
。
で
は
、
そ
の
批
判
や
称
賛
の
論
拠
は
い
か
な
る
点

に
あ
り
、
当
時
の
日
本
社
会
や
メ
デ
ィ
ア
状
況
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
な
形
で
本
書
は
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
読
者
の
中
に
は
「
こ
ん
な
人
物
を
冒
険
家
・
探
検
家
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は

お
か
し
い
」
と
感
じ
る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︵
あ
え
て
、
具
体
的
な
人
物
名
は
出
さ
な
い
が
︶。
選
ん
だ
基
準
は
、
彼
ら
が
冒
険

家
・
探
検
家
と
し
て
な
し
遂
げ
た
行
動
や
業
績
が
優
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
性
の
深
さ
」、

あ
る
い
は
「
そ
の
時
代
を
い
か
に
体
現
し
て
い
た
か
」
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
ど
う
か
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。
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	　　３　「学術探検」と映画『カラコルム』
	　　４　『マナスルに立つ』と『カラコルム』から見える一九五〇年代
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	　　２　一九六〇年前後の冒険ブームと小田実
	　　３　堀江謙一の太平洋単独無寄港横断とその是非論争
	　　４　もう一つの堀江評価
	　　５　小田実と堀江謙一の共通点
	第Ⅱ部　海外渡航自由化と「前人未踏の地」なき時代―一九六四～八〇年代
	　第3章　三浦雄一郎の「エベレスト大滑降」（一九七〇年）と大阪万博
	　　１　「エベレスト大滑降」への挑戦
	　　２　「プロの冒険」に対する批判と称賛
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	　　２　番組についての称賛と酷評（やらせ発覚以前）
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	　　６　「猿岩石現象」が残したもの
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	　　２　栗城史多とは
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