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�
東
方
�
三
〇
一
号
よ
り

未
知
の
領
域
に
挑
ん
だ

畢
生
の
労
作

植
木 

久
行�
弘
前
大
学
�

　

唐
代
文
学
史
研
究
の
な
か
で
最
も
遅
れ
て
い
る
の
は
�
初
唐
文
学

で
あ
る
�
十
五
年
ほ
ど
前
に
あ
�
て
は
�
王
勃
と
駱ら

く
ひ
ん
の
う

賓
王
し
か
参
照

す
べ
き
注
釈
書
が
な
く
�
初
唐
文
学
の
主
流
は
�
依
然
と
し
て
斉
梁

風
の
華
麗
な
集
団
文
芸
で
あ
り
�
典
故
を
駆
使
し
た
難
解
さ
の
う
え

に
抒
情
性
に
乏
し
い
�
か
く
し
て
近
体
詩
の
形
成
過
程
や
個
々
の
詩

人
を
扱
う
論
文
は
発
表
さ
れ
て
き
た
が
�
約
九
十
年
間
に
及
ぶ
初
唐

文
学
の
特
徴
と
そ
の
魅
力
を
�
的
確
に
は
把
握
し
か
ね
て
き
た
�

　

こ
う
し
た
な
か
�
初
唐
期
全
体
を
視
野
に
収
め
た
大
部
の
労
作

�
六
百
頁
強
�
が
�
昨
年
の
十
月
に
刊
行
さ
れ
た
�
北
海
道
教
育
大

学
教
授
・
高
木
重
俊
著�
初
唐
文
学
論
�
が
こ
れ
で
あ
る
�

　

高
木
教
授
は
�
江
戸
後
期
松
前
藩
の
家
老
で
�
画
家
・
漢
詩
人
と

し
て
も
知
ら
れ
た
蠣か

き
ざ
き崎

波
響
の
研
究
で
も
知
ら
れ
る
が
��
初
唐
文

学
論
�
に
収
め
る
論
文
は
�
一
九
七
七
年
に
始
ま
り
�
昨
年
に
到
る

三
十
年
間
に
わ
た
�
て
お
り
�
基
本
資
料
を
丹
念
に
読
み
込
む
姿
勢

を
貫
い
た
畢
生
の
労
作
で
あ
る
�
参
考
文
献
の
乏
し
い
状
況
下
で
研

究
を
開
始
し
�
初
唐
文
人
の
文
集
を
片
端
か
ら
読
み
進
め
�
著
者
自

ら�
詩
賦
と
い
う
韻
文
作
品
の
み
を
論
じ
て
初
唐
文
学
を
語
る
大
方

の
傾
向
に
与く

み

せ
ず
�
つ
と
め
て
表
奏
・
疏
啓
・
碑
誌
な
ど
の
多
様
な

散
文
作
品
を
も
取
り
込
み
�
さ
ら
に
そ
の
上
に
官
人
と
し
て
の
彼
ら

の
意
識
・
生
き
方
を
重
ね
合
わ
せ
て
�
総
合
的
に
初
唐
文
人
の
個
性

的
な
像
を
構
成
し
よ
う
と
試
み
た
��
あ
と
が
き
�
と
語
る
意
欲
作
で

あ
る
�
こ
こ
に
は
��
詩
的
想
像
力
を
含
む
文
章
表
現
能
力
と
�
そ

の�
文
章
�
か
ら
看
取
さ
れ
評
価
さ
れ
る
学
識
や
政
策
立
案
能
力
を

よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
�
貢
試
を
突
破
し
て
官
僚
社
会
に
入
り
�
身
の

栄
達
を
は
か
ろ
う
と
し
た
新
興�
知
識
：
評
者
注
�
階
層
��
序
章
�

が
��
新
し
い
血
�
と
な
�
て
�
新
た
な
唐
代
文
学
を
形
成
し
て
い
�

た
�
と
す
る
時
代
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
�

　

�
初
唐
文
学
論
�
の
構
成
は
�
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る�
索
引
・
中

文
摘
要
も
付
す
��

序
章　

初
唐
と
い
う
時
代
と
�
本
書
の
概
要

第
一
章　

王
績
論

第
一
節　

王
績
伝
論―

―

呂
才�
王
無
功
文
集
序
�
を
め
ぐ
�
て

第
二
節　

王
績
の
文
学―

―

寒
郷
の
春

第
二
章　

初
唐
四
傑
論

第
一
節　

盧
照
隣
の
生
涯
と
文
学
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高
木
重
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�
初
唐
文
学
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�

Ａ
５
判
・
六
〇
八
頁
・
研
文
出
版
・
一
一
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第
二
節　

駱
賓
王
の
生
涯
と
文
学

第
三
節　

王
勃
の
生
涯
と
文
学

第
四
節　

楊よ
う
け
い炯

の
生
涯
と
文
学

第
五
節　

王
勃�
春
思
賦
�
と
盧
・
駱
の
七
言
長
篇
詩

第
三
章　

陳
子
昂
論

第
一
節　

官
人
と
し
て
の
陳
子
昂―

―

そ
の
上
書
を
中
心
と
し
て

第
二
節　

陳ち
ん

子す

昂ご
う

の
文
学―

―

兼
済
と
独
善
の
間
で

第
四
章　

沈し
ん
せ
ん佺

期き

・
宋
之
問
論

第
一
節　

沈
佺
期
の
生
涯
と
文
学

第
二
節　

宋
之
問
の
生
涯
と
文
学

第
五
章　

初
唐
詩
人
を
巡
る
人
々

第
一
節　

薛
元
超―

―
寒
俊
を
汲
引
し
た
実
力
者

第
二
節　

裴
行
倹―

―

文
芸
と
器
識
の
問
題
を
中
心
に

第
六
章　

張ち
ょ
う
え
つ説

文
学
論

第
一
節　

宮
廷
詩
人
と
し
て
の
張
説

第
二
節　

欽
州
流
謫
詩
群
に
つ
い
て

第
三
節　

先
天
中
�
洛
下
唱
酬
詩
を
巡
�
て―

―
初
唐
新
興
文
人     

官
僚
の
一
側
面

第
四
節　

岳
州
小
詩
壇
と
幻
の�
岳
陽
集
�

第
五
節　

張
説
の
抒
情―

―

官
途
の
旅
情

初
唐
文
学
論
関
連
年
表

　

紙
幅
の
関
係
か
ら
�
筆
者
に
と
�
て
興
味
深
か
�
た
点
を
少
し
述

べ
て
み
た
い
�

　

第
一
章
の
王
績
論
は
�
近
年
発
見
の
五
巻
本
に
基
づ
い
て
��
隠
逸

詩
人
�
王
績
の
伝
記
を
考
察
し
�
出
仕
へ
の
強
い
意
欲
に
も
か
か
わ

ら
ず
�
現
実
に
は
太
平
の
世
か
ら
疎
外
さ
れ
た
�
時
代
遅
れ
の
隠
士

と
な
�
た
悲
劇
を
語
る
�
隠
者
は
�
そ
の
レ
ベ
ル
を
判
定
す
る
世
俗

に
対
し
て
�
常
に
信
号
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宿
命
を
持
ち
�

王
績
の
文
学
は�
会
意
・
適
意
�
の
隠
の
日
常
を
歌
�
た
も
の
で
あ

り
�
太
平
の
隠
者
と
し
て
の
自
画
像
を
都
市
に
届
け
る
た
め
の
活
動

で
あ
�
た
と
い
う
�
隠
者
の
文
学
が
持
つ
本
質
を
鮮
や
か
に
え
ぐ
り

出
し
て
い
る
�

　

第
二
章　

初
唐
四
傑
論
は
�
地
方
の
県
令
を
つ
と
め
る
寒
門
の
出

身
で
官
途
に
恵
ま
れ
な
か
�
た
盧
照
隣
・
駱
賓
王
・
王
勃
・
楊
炯
の

四
人
に
対
し
て
�
そ
の
生
涯
を
詳
し
く
考
察
し
て
多
彩
な
個
性
を
探

り
�
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
時
流
と
は
異
な
る
独
自
の
文
学
を
形
成
し

て
��
四
人
が
一
緒
に
活
動
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
��
生
存
中
す

で
に
四
傑
と
総
称
さ
れ
た
理
由
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
�

　

人
生
の
転
変
を
華
麗
に
歌
い
あ
げ
て
唐
代
の
詩
史
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
�
盧
照
隣�
長
安
古
意
�
と
駱
賓
王�
帝
京
篇
�
は
�
宮
廷

詩
壇
に
参
加
し
て
都
の
繁
華
を
充
分
享
受
で
き
な
い
�
い
わ
ば
官
僚

人
生
の
辺
境
に
身
を
置
く
新
興
知
識
階
層
の�
辺
境
の
文
学
�
と
し

て
誕
生
し
�
律
詩
等
の
宮
廷
文
芸
と
は
正
反
対
の
骨
太
な
大
衆
文
芸

で
あ
�
た
�
そ
れ
は
�
猟
官
の
意
図
を
こ
め
た
�
彼
ら
の
文
学
姿
勢

の
表
明
で
あ
�
た
と
い
う
�

　

王
勃
は
免
職
さ
れ
て
蜀
の
地
を
彷
徨
し
て
い
た
と
き
�
当
地
の
官

僚
や
僧
侶
・
有
力
者
と
の
間
に
交
遊
の
輪
が
作
ら
れ
�
求
め
ら
れ
て

序
や
碑
銘
を
多
作
し
た
�
そ
れ
が
王
勃
の
生
業
で
も
あ
�
た
が
�
彼

の
文
学
は
�
宮
廷
文
人
・
中
央
官
僚
を
夢
見
る
地
方
官
と
の
連
帯
と

交
遊
の
な
か
で
成
長
し
て
�
お
の
ず
か
ら
宮
廷
文
芸
と
は
異
な
る
も

の
と
な
り
�
�
他
郷
�
の
語
�
仮
託
や
比
喩
の
手
法
を
駆
使
し
て
�

地
方
に
身
を
置
く
彼
ら
の
共
感
を
誘
�
た
と
い
う
�
左
遷
さ
れ
た
文

人
が
起
こ
す
影
響
と
文
学
の
変
質
を
考
察
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深

い
�

　

�
楊
炯
の
生
涯
と
文
学
�
は
�
日
中
を
通
し
て
最
初
の
本
格
的
な
文

学
論
で
あ
り
�
す
ぐ
れ
た
文
章
家�
碑
伝
文
学
の
作
者
�
と
し
て
の
側

面
を
見
い
だ
し
て
い
る
�
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第
三
章
は
�
陳
子
昂
論
�
第
一
に
官
人
�
そ
の
後
に
詩
人
と
す
る

文
学
評
価
に
基
づ
い
て
�
武
則
天
に
対
す
る
政
治
意
見
書
を
中
心
と

す
る
文
章
家
と
し
て
の
彼
を
論
じ
る
�
続
い
て
�
頼
る
べ
き
門
地
を

持
た
な
い
新
興
官
僚
階
層
は
�
兼
済
・
独
善
と
い
う
儒
家
的
な
処
世

哲
学
を
行
動
の
基
準�
理
念
�
に
す
え
�
栄
達
の
夢
を
実
現
す
る
拠
り

所
と
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
�
こ
れ
は
�
古
典
的
な
処
世
哲
学
の
新

た
な
再
生
と
し
て
注
目
さ
れ
る
�

　

第
四
章
は
�
沈
期
・
宋
之
問
論
�
二
人
は
武
則
天
朝
・
中
宗
朝
に

活
躍
し
た
宮
廷
詩
人
と
し
て
�
�
沈
宋
�
と
並
称
さ
れ
る
が
�
性
格

や
文
学
は
か
な
り
異
な
る
�
沈
期
は
�
宮
廷
と
い
う
至
上
の
場
に
奉

仕
す
る
こ
と
を
天
職
と
心
得
た
人
物
で
あ
り
�
人
間
の
普
遍
的
な
問

題
に
つ
な
が
り
う
る
不
幸
な
体
験
�
下
獄
や
流
謫
さ
え
も
�
容
易
に

語
る
こ
と
を
放
棄
す
る�
詞
人
�
と
し
て
の
限
界
を
明
確
に
指
摘
す

る
�

　

他
方
�
宋
之
問
は
�
詩
の
才
能
に
よ
�
て
栄
誉
あ
る
地
位
に
し
が

み
つ
こ
う
と
し
た
典
型
的
な
文
士
・
詞
人
で
あ
り
�
二
度
に
わ
た
る

嶺
南
へ
の
左
遷
も
結
局
�
彼
の
文
学
に
根
本
的
な
変
化
を
生
じ
さ
せ

な
か
�
た
�
こ
れ
は
�
宋
之
問
に
と
�
て
�
文
学
は
自
己
の
信
念
や

主
張
を
託
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
�
た
た
め
で
あ
る
�
と
�
鋭
い
読

み
込
み
と
評
せ
よ
う
�

　

第
五
章
は
�
新
興
知
識
階
層
の
好
き
理
解
者
・
後
援
者
を
と
り
あ

げ
た
�
ユ
ニ
�
ク
な
論
考
�

　

第
六
章
は
�
初
盛
唐
期
を
生
き
た
�
唐
朝
新
興
士
人
の
最
初
に
し

て
最
大
の
成
功
者�
宰
相
・
詩
人
・
文
章
家
・
学
者
・
将
軍
��
張
説

に
対
す
る
多
角
的
な
研
究
�
張
説
が
六
十
七
首
の
宮
廷
詩�
応
制
詩
・

詔
宴
詩
・
扈こ

じ
ゅ
う従

詩
な
ど
�
を
残
す
�
唐
代
随
一
の
宮
廷
詩
人
で
あ
り
�

玄
宗
の
開
元
中
期
�
宮
廷
文
壇
の
中
心
で
あ
�
た
と
す
る
指
摘
は
�

注
目
に
値
す
る
�
た
だ
玄
宗
の
宮
廷
詩
壇
は
�
当
然
�
中
宗
朝
の
そ

れ
と
は
�
詩
形
や
題
材
の
面
で
様
相
を
異
に
し
て
い
た
�
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交
通�
水
運
�
の
要
衝
�
岳
州�
洞
庭
湖
の
ほ
と
り
�
に
左
遷
さ
れ

た
張
説
を
中
心
と
す
る
ロ
�
カ
ル
小
詩
壇
の
活
動
と
�
散
逸
し
た
幻

の�
岳
陽
集
�
の
研
究
も
興
味
深
い
�
そ
の
総
集
は
�
賈
晋
華�
唐
代

集
会
総
集
与
詩
人
群
研
究
��
北
京
大
学
出
版
社
�
の
な
か
に
も
見
え

な
い
�
独
自
の
考
察
で
あ
る
�

　

以
上
は
�
興
味
深
い
説
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
��
初
唐
文
学
論
�

は
�
基
本
資
料
を
丹
念
に
読
み
込
ん
だ
独
創
的
な
見
解
が
随
所
に
ち

り
ば
め
ら
れ
て
お
り
�
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
�
た
だ
所
収
の

論
文
は�
基
本
的
に
発
表
時
の
ま
ま
��
序
章
�
で
あ
る
た
め
�
若
干
�

近
年
の
研
究
に
対
応
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
�
こ
の
点
に
関

し
て
�
宋
之
問
を
取
り
上
げ
て
�
少
し
言
及
し
て
み
た
い
�
宋
之
問

は
�
第
一
次
の
嶺
南
流
謫
後
�
約
半
年
に
し
て
�
ひ
そ
か
に
洛
陽
に

逃
げ
帰
�
た
と
さ
れ
る
�
こ
れ
が
従
来
の
通
説
で
あ
る
が
�
近
年
見

い
だ
さ
れ
た
宋
之
問
の�
初
承
恩
旨
�
言
放
帰
舟
�
詩
に
よ
�
て
�

じ
つ
は
恩
赦
に
遇
�
て
北
帰
し
た
の
だ
�
と
す
る
説
が
提
出
さ
れ
�

今
後
充
分
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�
宋
之
問
を�
辞
業
�
と

�
官
成
�
の
両
立
を
ひ
た
す
ら
求
め
る
典
型
的
な
文
人
官
僚
と
見
な

す
が
�
そ
の
言
葉
が
基
づ
く�
辞0

業
備
而
官
成
�
名0

声
高
而
命
薄
�

��
祭
杜
学
士
審
言
文
��
の
語
は
�
辞
を
鮮
�
名
を
多
に
作
る�
文
苑

英
華
�
に
従
�
て
�
�
業
備
り
て
官
成
る
も
の
鮮

す
く
な
く
�
声
高
く
し
て

命
薄
き
も
の
多
し
�
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う�
陶
敏
ほ
か�
沈
期
宋
之

問
集
校
注
��
中
華
書
局
�
参
照
��

　

こ
う
し
た
検
討
課
題
を
細
部
に
残
し
な
が
ら
も
�
本
書
に
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