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ぬ
ば
た
ま
の
宇
宙
の
闇
に
一
と
こ
ろ
明

る
き
も
の
あ
り
人
類
の
文
化

学
問
や
芸た
く
み術
や
叡ち

智ゑ

や
恋こ

愛ひ

情な
さ
けこ
の

美
し
き
も
の
亡
び
む
あ
は
れ

　
中
島
敦
の
歌
稿
で
、
前
回
紹
介
し
た
「
遍

歴
」
五
五
首
の
次
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
「
憐

れ
み
讃
ふ
る
の
歌
」
と
題
さ
れ
た
一
七
首
で

あ
る
。
こ
こ
に
引
い
た
の
は
そ
の
第
一
首
と

第
八
首
で
あ
る
が
、
全
体
は
緩
や
か
な
起
承

転
結
の
流
れ
を
持
っ
て
い
る
。
ま
ず
初
め
の

五
首
で
暗
黒
の
宇
宙
の
中
で
こ
の
地
球
と
人

類
だ
け
が
明
る
く
輝
い
て
い
る
と
言
い
、
続

く
四
首
で
そ
の
美
し
い
も
の
も
や
が
て
亡
び

る
運
命
に
あ
る
と
知
れ
ば
悲
し
い
、
哀
れ
だ

と
な
る
。
今
引
い
た
二
首
は
そ
の
あ
た
り
の

展
開
を
代
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
次
の
転
の

三
首
は
や
が
て
滅
亡
す
る
運
命
だ
と
知
り
つ

つ
も
な
お
向
上
し
よ
う
と
す
る
人
間
を
見
れ

ば
切
な
い
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
、
続
く
五

首
で
そ
の
な
か
で
の
自
分
自
身
の
生
き
方
を

確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
次
に
引
く
の
は

第
一
〇
、
一
三
、
一
五
首
で
あ
る
。

み
づ
か
ら
の
運さ
だ
め命
知
り
つ
つ
な
ほ
高
く

上の
ぼ
ら
む
と
す
る
人ひ

間と

よ
切
な
し

し
か
す
が
に
な
ほ
我
は
こ
の
生
を
愛
す

喘
息
の
夜
の
苦
し
か
り
と
も

あ
り
の
ま
ゝ
こ
の
人
生
を
愛
し
行
か
む

こ
の
心
よ
し
と
頷
き
に
け
り

　
こ
ん
な
具
合
で
あ
る
。
あ
ま
り
優
れ
た
歌

だ
と
は
言
え
な
い
。
こ
こ
で
は
「
遍
歴
」
に

あ
っ
た
機
知
に
富
ん
だ
面
白
さ
や
、「
山
椒
魚

…
」
の
動
物
園
シ
リ
ー
ズ
に
あ
っ
た
よ
う
な

ユ
ー
モ
ア
が
見
ら
れ
な
い
。
繰
り
返
し
見
て

い
る
私
な
ど
は
、
い
っ
そ
の
こ
と
ソ
ネ
ッ
ト

の
よ
う
な
四
、
四
、
三
、
三
の
一
四
首
に
纏

め
た
ら
面
白
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
り
す
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
う
い
う
遊
び
心
は
な
か
っ
た
よ

う
だ
。
生
真
面
目
一
方
だ
が
、
そ
の
分
だ
け

稚
拙
さ
が
匂
っ
て
い
る
。
一
七
首
の
結
末
は

「
屹き
つ

と
し
て
霜
柱
踏
み
て
思
ふ
こ
と
電
光
影

裡
如
何
に
生
き
む
ぞ
」
で
、
こ
ん
な
と
こ
ろ

に
そ
の
生
真
面
目
さ
が
集
約
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
ま
た
、
生
真
面
目
、
稚
拙
な
分

だ
け
素
直
な
心
の
姿
が
見
え
て
よ
い
と
、
中

島
び
い
き
の
私
な
ど
に
は
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
一
つ
の
述
志
の
歌
な
の
だ
が
、
述
志
に
技

巧
や
遊
び
が
見
え
た
ら
、
そ
れ
も
困
る
わ
け

だ
。

　
こ
の
「
憐
れ
み
讃
ふ
る
の
歌
」
は
小
説
「
過

去
帳
」
の
二
編
と
深
く
通
底
し
て
い
る
が
、

そ
の
『
狼
疾
記
』
に
は
、
主
人
公
が
小
学
四

年
生
の
と
き
教
員
が
、
こ
の
地
球
は
や
が
て

冷
却
し
人
類
も
絶
滅
す
る
の
だ
と
執
拗
に
解

く
の
を
聞
い
て
恐
怖
を
覚
え
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
出
て
来
る
。
人
類
が
滅
び
た
後
、

暗
黒
の
空
に
冷
た
い
星
だ
け
が
回
り
続
け
る

の
を
想
像
し
て
堪
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
は

〈
歌
・
小
説
・
日
本
語
〉⑭

中
島
敦「
憐
れ
み
讃
ふ
る
の
歌
」

単
に
存
在
の
あ
る
な
し
の
問
題
で
は
な
く
、

世
界
の
仕
組
み
へ
の
信
頼
の
問
題
な
の
だ
と
。

そ
し
て
、「
自
分
達
は
何
の
た
め
に
生
き
て
い

る
ん
だ
」
と
思
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
主
人
公
三
造
は
ほ
ぼ
中
島
敦
に
重
な
る

人
物
だ
か
ら
、
彼
に
も
そ
ん
な
経
験
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
中
島
敦
が
生
ま
れ
た
翌
年
、

明
治
四
三
年
は
ハ
レ
ー
彗
星
の
大
接
近
と
い

う
事
件
が
あ
っ
て
彗
星
に
地
球
の
空
気
が
吸

い
取
ら
れ
て
し
い
生
物
は
全
滅
す
る
と
い
う

よ
う
な
話
題
が
世
界
中
で
言
わ
れ
た
そ
う
だ

か
ら
、
小
学
校
の
先
生
も
そ
の
影
響
を
受
け

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
一
時
は
神
経
衰
弱
症
状
に
も
な

っ
た
こ
の
宇
宙
恐
怖
は
長
じ
て
は
少
し
は
考

え
直
さ
れ
和
解
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
ら
し

い
。
私
は
中
島
夫
人
が
伝
え
る
喘
息
発
作
の

と
き
の
中
島
敦
の
よ
う
す
を
思
い
出
す
。
夫

人
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
発
作
が
始
ま
る
と
、

真
冬
の
真
夜
中
で
も
部
屋
の
戸
を
全
て
を
開

け
放
っ
て
空
気
を
解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
発
作
が
納
ま

る
と
そ
の
ま
ま
星
を
眺
め
て
「
何
て
キ
レ
イ

な
ん
だ
」「
宇
宙
の
こ
と
を
考
え
た
ら
人
間
の

世
界
の
事
な
ん
か
、
小
さ
な
事
じ
ゃ
な
い
か
」

と
嘆
息
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
だ
っ
た
と
い

う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
聞
く
と
、
付
き
添
っ

た
妻
と
し
て
い
つ
も
「
ホ
ッ
と
致
し
ま
し
た
」

と
書
い
て
い
る
。

　
今
は
無
く
な
っ
た
が
、
中
島
家
は
横
浜
外

人
墓
地
に
ほ
ど
近
い
山
の
上
に
あ
っ
た
か
ら
、

昭
和
一
〇
年
代
の
そ
の
頃
、
そ
こ
か
ら
見
た

冬
の
夜
空
の
星
は
さ
ぞ
見
事
だ
っ
た
ろ
う
と
、

昭
和
四
〇
年
代
の
初
め
、
ま
だ
残
っ
て
い
た

二
軒
続
き
の
当
時
の
借
家
を
確
か
め
に
行
っ

た
私
は
思
っ
た
も
の
だ
。
こ
の
「
憐
れ
み
讃

ふ
る
の
歌
」
の
背
景
に
は
そ
ん
な
事
実
も
あ

っ
た
。
健
康
な
人
な
ら
、
星
が
綺
麗
だ
で
済

ん
で
し
ま
う
と
こ
ろ
で
、
中
島
敦
は
自
身
の

生
命
、
運
命
を
感
じ
、
そ
れ
故
に
ま
た
宇
宙

や
存
在
の
意
味
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
中
島
敦
研
究
は
盛
ん
で
研
究
論
文
は
む
ろ

ん
の
こ
と
単
行
本
に
な
っ
た
中
島
研
究
も
毎

年
の
よ
う
に
出
て
い
る
が
、
何
故
か
歌
稿
に

つ
い
て
論
じ
た
も
の
が
無
い
の
は
不
思
議
で

あ
る
。『
山
月
記
』
の
研
究
な
ど
に
は
中
島
敦

の
ち
ょ
っ
と
し
た
メ
モ
ま
で
読
み
込
ま
れ
取

り
込
ま
れ
て
い
る
の
に
、
歌
稿
に
つ
い
て
は

全
く
読
ま
れ
て
も
論
じ
ら
れ
て
も
い
な
い
。

し
か
し
、
私
か
ら
見
る
と
、
歌
稿
に
は
中
島

小
説
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
が
み
な
揃
っ
て

い
る
の
だ
。「
遍
歴
」
が
形
を
変
え
て
「
わ
が

西
遊
記
」、
沙
悟
浄
の
遍
歴
修
行
絵
物
語
に
な

っ
て
い
る
と
は
既
に
言
っ
た
が
、
実
は
こ
の

「
憐
れ
み
讃
ふ
る
の
歌
」
も
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
る
。『
悟
浄
歎
異
』
の
結
末
、
星
空
の
下

で
野
宿
す
る
一
行
の
な
か
で
独
り
目
覚
め
て

い
る
悟
浄
が
三
蔵
法
師
の
心
中
を
思
い
や
る

場
面
で
あ
る
。「
い
つ
か
は
来
る
滅ほ
ろ
び亡
の
前
に
、

そ
れ
で
も
可
憐
に
花
開
こ
う
と
す
る
叡ち

智え

や

愛な
さ
け情
や
、
そ
う
し
た
数
々
の
善
き
も
の
の
上

に
、
師
父
は
絶
え
ず
凝じ

乎つ

と
愍あ
わ
れ
み
の
眼
差

を
注
い
で
お
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」

な
ど
は
全
く
歌
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
詳
説
す
る
余
裕
が
無
く
て
残
念
だ

が
、
こ
の
満
天
の
星
々
の
な
か
の
地
球
、
人

類
、
運
命
と
い
う
感
じ
方
は
中
島
敦
の
特
徴

的
な
思
想
象
徴
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
名

作
『
弟
子
』
の
主
人
公
子
路
の
叫
び
、「
天
は

何
を
見
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
問
題
に
つ
な

が
り
、
さ
ら
に
遺
作
と
な
っ
た
『
李
陵
』
の
、

「
天
は
矢
張
り
見
て
い
た
の
だ
」
と
い
う
主

人
公
の
深
い
畏
れ
に
ま
で
繋
が
っ
て
い
る
。
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私
が
暗
誦
し
て
い
る
よ
う
な
歌
は
ご
く
わ

ず
か
だ
が
、
そ
の
な
か
に
次
の
一
首
が
あ
る
。

年
々
に
わ
が
悲
し
み
は
深
く
し
て

い
よ
ゝ
華
や
ぐ
い
の
ち
な
り
け
り

　
今
は
知
る
人
が
ど
の
く
ら
い
あ
る
だ
ろ
う

か
、
岡
本
か
の
子
の
小
説
『
老
妓
抄
』（
昭
和

13
年
）
の
最
後
に
置
か
れ
た
歌
で
あ
る
。
苦

労
の
末
独
立
し
た
芸
妓
が
一
線
を
退
い
て
か

ら
、
趣
味
の
よ
う
に
若
者
の
援
助
を
し
て
い

る
。
若
者
は
発
明
に
夢
を
か
け
て
日
々
辛
苦

し
て
い
る
の
だ
が
、
彼
の
大
成
が
老
妓
の
夢

な
の
だ
。
し
か
し
、
母
親
が
子
供
の
勉
強
ぶ

り
を
見
に
来
る
よ
う
な
老
妓
の
世
話
焼
き
に

堪
え
か
ね
て
青
年
は
と
き
ど
き
家
出
し
て
し

ま
う
。
そ
の
度
に
老
妓
は
や
き
も
き
し
、
嘆

き
も
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
そ
う
し
た
日
々

か
ら
生
ま
れ
た
歌
の
な
か
の
一
首
だ
と
さ
れ

て
い
る
。
小
説
で
は
、
語
り
手
で
あ
る
女
性

歌
人
の
も
と
に
添
削
を
求
め
て
き
た
が
、
そ

れ
に
「
多
少
の
改
削
を
加
え
」
て
紹
介
す
る

と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
岡
本
か
の

子
は
小
説
家
以
前
は
知
ら
れ
た
歌
人
で
あ
っ

た
か
ら
、
こ
の
老
妓
の
よ
う
な
弟
子
も
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
と
、
読
む
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
岡
本
か
の
子
を
も
っ
と
知
る

人
に
は
、
こ
の
歌
が
彼
女
自
身
の
第
三
歌
集

『
浴
身
』（
大
正
14
年
）
に
収
め
ら
れ
た
一

首
が
何
の
「
改
削
」
も
な
く
そ
の
ま
ま
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る
。
十
余
年

前
の
歌
の
再
提
示
、
あ
る
い
は
蘇
生
と
言
う

べ
き
か
。『
浴
身
』
を
出
し
た
と
き
の
岡
本
か

の
子
は
三
六
歳
、『
老
妓
抄
』
発
表
（
11
月
）

の
と
き
は
四
九
歳
で
あ
っ
た
。
作
中
の
老
妓

は
何
歳
だ
と
書
か
れ
て
な
い
が
、
作
者
と
同

じ
よ
う
な
年
齢
だ
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
付
け
加
え
て
お
く
と
、
岡
本
か
の

子
自
身
は
こ
の
名
作
『
老
妓
抄
』
を
書
い
た

翌
年
、
五
〇
歳
で
あ
っ
け
な
く
こ
の
世
を
去

っ
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
う
し
た
事
実
を
知
っ
た
う
え
で
の
こ
と

に
な
る
が
、『
老
妓
抄
』
の
な
か
の
「
年
々
に

―
―
」
は
、
い
か
に
も
「
い
の
ち
」
の
作
家

ら
し
く
み
ご
と
に
「
華
や
」
ぎ
、
輝
い
て
い

る
が
、『
浴
身
』
の
な
か
に
収
ま
っ
て
い
る
そ

れ
は
格
別
に
目
を
見
張
る
よ
う
な
歌
と
は
見

え
な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
感
想
だ
っ
た
。

思
う
に
こ
の
一
首
、
作
者
の
年
齢
が
進
ん
だ

こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
一
つ
の
物
語
（
情
報
）

が
付
加
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
奥
行

き
が
深
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
で
は
、
次
の
一
首
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

何
と
な
く
君
に
待
た
る
ゝ
こ
ゝ
ち
し
て

出
し
花
野
の
夕
月
夜
か
な

　
こ
ち
ら
は
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
と
言
う
べ

き
か
、
与
謝
野
晶
子
『
み
だ
れ
髪
』（
明
治

34
年
）
の
な
か
の
一
首
。『
み
だ
れ
髪
』
は

世
を
驚
倒
さ
せ
た
情
熱
の
一
巻
だ
か
ら
、
こ

〈
歌
・
小
説
・
日
本
語
〉⑮

変
容
す
る
歌

の
「
君
」
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
。
出
版

当
初
は
も
っ
ぱ
ら
与
謝
野
鉄
幹
だ
と
読
ま
れ

て
い
た
が
、
研
究
が
進
む
と
と
も
に
、
晶
子

の
鉄
幹
以
前
に
親
交
の
あ
っ
た
歌
仲
間
、
河

野
鉄
南
だ
ろ
う
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
ん
な
議
論
が
あ
っ
た
せ
い
か
、
こ
の
一

首
は
私
に
さ
ま
ざ
ま
な
想
像
を
促
す
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
歌
は
晶
子
二
〇
歳
頃
の
作
品

だ
と
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
あ
の
「
そ
の
子

二
十
歳
　
櫛
に
流
る
ゝ
黒
髪
の
お
ご
り
の
春

の
美
し
き
か
な
」
な
ど
と
重
ね
て
読
ま
れ
て

き
た
が
、
こ
れ
を
た
と
え
ば
晶
子
の
晩
年
、

六
〇
歳
頃
の
作
品
だ
と
仮
定
し
て
み
た
ら
ど

う
だ
ろ
う
か
。
そ
の
二
年
前
の
昭
和
一
〇
年

に
鉄
幹
が
亡
く
な
っ
て
、
こ
の
あ
た
り
は
鉄

幹
追
悼
追
慕
の
歌
が
多
い
か
ら
、
そ
の
な
か

に
紛
れ
込
ん
で
い
た
と
し
て
も
少
し
も
違
和

感
は
な
い
の
だ
。
こ
の
歌
自
体
は
何
処
に
置

い
て
も
美
し
い
一
首
だ
が
、
し
か
し
そ
の
作

者
が
二
〇
歳
か
六
〇
歳
か
で
歌
の
様
相
は
変

わ
っ
て
来
る
。
二
〇
歳
の
恋
娘
の
情
念
は
、

六
〇
歳
で
は
あ
の
世
で
待
つ
「
君
」
へ
の
呼

び
か
け
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
必
然
的
に

一
老
女
の
孤
独
な
姿
に
変
貌
す
る
。
作
者
の

年
齢
が
変
わ
れ
ば
歌
の
様
相
も
変
わ
る
の
だ
。

現
代
で
は
六
〇
歳
は
ま
だ
老
女
と
は
言
え
な

い
が
、
晶
子
自
身
は
昭
和
一
五
年
、
六
三
歳

の
と
き
脳
溢
血
で
倒
れ
、
翌
々
年
に
亡
く
な

っ
て
い
る
。

　
何
だ
か
失
礼
な
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

既
に
歴
史
上
の
人
物
の
こ
と
だ
、
お
許
し
願

う
と
し
よ
う
。
こ
こ
で
私
が
思
う
の
は
、
短

歌
は
、
作
者
を
含
め
た
そ
の
背
景
や
、
周
辺

情
報
に
よ
っ
て
読
み
方
が
変
わ
る
、
と
い
う

事
実
で
あ
る
。
そ
う
、
い
ま
勢
い
に
任
せ
て

も
う
一
つ
妄
想
を
重
ね
れ
ば
、
か
の
子
晶
子

の
こ
の
二
首
を
、
そ
れ
を
良
寛
歌
集
の
な
か

に
置
い
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

た
ち
ま
ち
良
寛
の
晩
年
、
貞
信
尼
と
の
純
愛

物
語
を
背
負
っ
て
、
あ
の
相
聞
歌
の
な
か
の

輝
く
二
首
と
し
て
収
ま
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　
私
は
悪
戯
を
し
す
ぎ
た
だ
ろ
う
か
。
実
は

最
近
、
西
行
の
歌
の
制
作
年
次
を
巡
る
議
論

を
読
ん
で
い
て
こ
ん
な
連
想
が
進
ん
だ
の
だ
。

い
ま
西
行
の
こ
と
は
措
く
が
、
一
人
の
歌
人

の
な
か
で
も
、
あ
る
一
首
が
い
つ
詠
ま
れ
た

の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歌
の
解
釈
は
変
わ
っ

て
来
る
の
だ
。

　
で
は
、
ど
う
し
て
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ

る
の
か
。
そ
れ
は
ま
ず
、
歌
に
限
ら
な
い
短

詩
型
文
学
一
般
の
宿
命
で
あ
る
だ
ろ
う
。
短

い
が
ゆ
え
に
、
描
か
れ
た
も
の
が
常
に
あ
る

世
界
の
断
面
、
断
片
で
あ
っ
て
、
表
現
と
し

て
の
完
結
性
を
持
ち
え
な
い
の
だ
。
そ
れ
ゆ

え
、
そ
れ
を
補
う
「
詞
書
」
が
歌
の
発
生
と

と
も
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
他
情
報
が
入
り
込

む
隙
が
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
読
み
方
の
多
様

性
を
許
す
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
む
ろ
ん
こ

れ
ら
は
歌
の
弱
点
と
し
て
繰
り
返
し
言
わ
れ

て
き
た
こ
と
だ
。

　
し
か
し
、
私
は
今
、
こ
れ
ら
の
性
格
が
全

て
逆
も
ま
た
真
な
り
、
弱
点
は
即
長
所
だ
と

理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
表
現
さ
れ
る
も

の
が
常
に
思
想
以
前
、
世
界
の
断
片
だ
と
し

て
、
し
か
し
そ
れ
故
に
歌
は
誰
も
が
参
加
で

き
る
文
学
な
の
だ
。
日
本
で
は
経
済
系
工
業

系
の
新
聞
に
ま
で
短
歌
俳
句
欄
が
あ
る
が
、

こ
う
い
う
国
民
文
学
を
持
っ
た
国
は
他
に
無

い
だ
ろ
う
。
歌
の
非
完
結
性
、お
か
れ
た
時
・

所
に
よ
っ
て
歌
の
様
相
が
変
わ
る
な
ど
も
、

ひ
っ
く
り
返
せ
ば
、
そ
こ
に
読
者
の
想
像
や

解
釈
も
入
っ
て
行
け
る
自
由
の
余
地
が
あ
る

わ
け
で
、
そ
こ
か
ら
、
こ
れ
も
世
界
に
類
の

な
い
共
同
制
作
文
芸
と
し
て
の
連
歌
が
生
ま

れ
た
わ
け
だ
。
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短
歌
を
日
本
語
の
底
荷
だ
と
思
っ
て
い

る
。

　
こ
れ
は
上
田
三
四
二
の
歌
論
『
短
歌
一
生　

物
に
到
る
こ
こ
ろ
』（
昭
和
63
年
）
の
冒
頭
、

序
章
の
第
一
行
め
に
置
か
れ
た
こ
と
ば
で
あ

る
。
彼
に
こ
ん
な
こ
と
ば
の
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
て
、
遅
ま
き
な
が
ら
私
は
い
ろ
い
ろ
納

得
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
一
口
に
言
っ
て
、

上
田
三
四
二
は
歌
を
詠
ん
だ
だ
け
で
は
な
い
、

歌
を
中
心
に
日
本
語
の
こ
と
、
日
本
文
化
の

こ
と
、
人
間
の
こ
と
を
考
え
て
、
そ
れ
が
つ

ま
り
は
彼
の
文
学
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
彼
が
「
歌
び
と
」
を
自
称
し
た
ゆ
え
ん

で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　
歌
人
と
し
て
の
上
田
三
四
二
が
ど
ん
な
評

価
を
得
て
い
る
の
か
、
私
に
は
全
く
分
か
ら

な
い
。
た
だ
、
晩
年
に
は
歌
会
始
の
選
者
も

務
め
た
人
だ
か
ら
歌
壇
で
も
そ
れ
な
り
の
評

価
の
あ
っ
た
人
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
だ
け
だ
。

そ
し
て
『
上
田
三
四
二
全
歌
集
』（
平
成
2

年
）
は
あ
る
が
、
小
説
批
評
の
方
の
全
集
の

な
い
の
が
、
私
に
は
意
外
で
あ
り
、
ま
た
不

満
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
私
に
と
っ
て

の
上
田
三
四
二
は
も
っ
ぱ
ら
小
説
家
批
評
家

で
あ
っ
て
、
そ
の
方
面
ば
か
り
を
ず
っ
と
見

て
き
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
静
か
な
語

り
口
の
な
か
に
沈
め
ら
れ
た
人
間
と
文
学
へ

の
深
い
洞
察
に
い
つ
も
敬
服
し
て
き
た
。
と

く
に
、
結
腸
癌
が
発
見
さ
れ
て
死
の
覚
悟
ま

で
し
た
、
そ
う
い
う
体
験
を
踏
ま
え
た
エ
ッ

セ
イ『
う
つ
し
み
―
こ
の
内
な
る
自
然
』（
昭

和
54
年
）
に
は
唸
る
よ
う
な
思
い
を
し
た
。

こ
こ
に
は
、
言
う
な
ら
ば
医
学
と
文
学
と
哲

学
が
一
体
と
な
っ
た
深
い
思
索
が
あ
っ
て
、

文
芸
評
論
と
い
う
仕
事
、
そ
の
領
域
を
一
つ

押
し
広
げ
深
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

た
。
そ
の
と
き
上
田
三
四
二
は
五
十
七
歳
。

　
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
一
〇
年
ほ
ど
し
て
小

説
『
祝
婚
』（
昭
和
63
年
）
が
現
れ
て
こ
れ

に
は
再
度
び
っ
く
り
し
た
。『
う
つ
し
み
』
で

は
、
死
と
生
命
と
文
学
と
を
見
つ
め
て
、
も

う
行
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
た
な
と
さ
え
思
わ

れ
た
の
に
、
こ
の
『
祝
婚
』
で
は
ま
だ
ま
だ

そ
の
先
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
驚
き
で
あ

っ
た
。
昭
和
五
十
九
年
、
六
十
二
歳
で
二
度

目
の
大
患
、
膀
胱
前
立
腺
全
摘
の
手
術
を
受

け
て
か
ら
初
め
て
の
長
距
離
旅
行
。
親
し
か

っ
た
従
兄
妹
の
娘
の
結
婚
式
に
臨
む
の
と
、

あ
わ
せ
て
そ
の
と
き
九
十
二
歳
に
な
る
歌
の

師
を
見
舞
う
た
め
の
京
都
行
、そ
れ
だ
け
の
、

見
方
に
よ
っ
て
は
エ
ッ
セ
イ
と
も
紛
う
よ
う

な
、
何
の
奇
も
な
い
一
編
だ
。
だ
が
、
そ
の

な
か
に
、
人
間
の
生
命
の
不
思
議
、
心
の
奥

深
い
生
動
が
写
し
出
さ
れ
て
、
読
む
者
の
心

も
揺
さ
ぶ
る
。
こ
の
さ
さ
や
か
な
日
常
、
そ

う
し
た
な
か
に
捉
え
ら
れ
浮
き
彫
り
に
さ
れ

た
心
の
奥
深
い
陰
影
、
こ
れ
は
ど
ん
な
仕
掛

〈
歌
・
小
説
・
日
本
語
〉⑯

上
田
三
四
二
の
歌
論

け
い
っ
ぱ
い
の
小
説
も
敵
わ
な
い
な
と
私
は

思
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
何
と
し
た
運
命
の

差
配
な
の
か
、
上
田
三
四
二
は
そ
の
後
一
年

足
ら
ず
の
う
ち
に
、
短
編
集
『
祝
婚
』
の
刊

行
を
見
る
こ
と
も
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。

　
こ
う
し
た
思
い
入
れ
も
あ
っ
て
、
私
ど
も

の
始
め
た
雑
誌
「
季
刊
文
科
」
で
は
早
々
に

「
上
田
三
四
二
特
集
」（
第
6
号
、
平
成
10

年
）
を
組
ん
だ
。
そ
こ
に
私
は
『
歌
び
と
の

散
文
』
と
題
し
て
小
さ
な
作
家
論
を
載
せ
た

が
、
趣
意
は
、
我
々
に
は
批
評
家
で
あ
り
小

説
家
で
あ
る
上
田
三
四
二
が
、
自
身
で
は
終

始
「
歌
び
と
」
と
称
し
て
い
た
、
そ
の
こ
と

の
意
味
を
私
な
り
に
考
え
た
も
の
だ
っ
た
。

し
か
し
い
ろ
い
ろ
不
満
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、

こ
れ
は
い
つ
か
補
修
し
た
い
、
そ
ん
な
宿
題

が
残
っ
た
。
そ
れ
は
見
方
を
変
え
る
、
ま
ず

歌
人
と
し
て
の
上
田
三
四
二
の
側
に
立
っ
て
、

そ
の
う
え
で
批
評
家
小
説
家
と
し
て
の
彼
を

見
る
、
そ
う
い
う
作
業
を
徹
底
し
て
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
気
付
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
今
度
、
か
ね
て
気

に
な
っ
て
い
た
『
短
歌
一
生
』
を
ま
ず
読
み

始
め
た
の
だ
が
、
そ
の
冒
頭
か
ら
こ
こ
に
引

い
た
よ
う
な
こ
と
ば
に
出
会
し
た
わ
け
だ
。

少
し
補
足
す
れ
ば
、「
底
荷
」
と
は
い
わ
ゆ
る

バ
ラ
ス
ト
、
船
底
に
積
む
荷
物
の
こ
と
だ
。

船
の
安
定
の
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
だ

が
、
運
ぶ
べ
き
積
み
荷
の
た
め
に
は
不
経
済

な
場
所
塞
ぎ
で
し
か
な
い
荷
物
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
ん
な
比
喩
を
も
っ
て
、「
短
歌
は
日
本

語
と
い
う
言
葉
の
船
を
押
し
進
め
る
」
も
の

で
は
な
い
が
、「
猥
雑
な
（
日
本
語
と
い
う
）

船
を
、
転
覆
か
ら
救
う
」
力
と
な
っ
て
い
る

と
、
彼
は
い
う
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
う
言
え

る
根
拠
と
し
て
、「
短
歌
、
俳
句
の
言
葉
は
日

本
語
の
中
で
も
と
く
に
格
調
の
正
し
い
、
磨

か
れ
た
言
葉
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
短
歌

俳
句
が
人
に
「
的
確
に
物
を
捉
え
、
思
い
を

の
べ
る
の
に
情
操
の
か
ぎ
り
を
つ
く
し
、
正

確
に
、真
実
に
、核
心
を
衝
く
言
葉
を
選
ぶ
」

よ
う
に
働
き
か
け
る
か
ら
だ
、
と
し
て
い
る
。

歌
は
日
本
語
を
糺
す
の
だ
が
、
ま
た
、
歌
を

詠
む
人
の
心
も
質
す
わ
け
だ
。

　
た
し
か
に
日
本
語
は
、
そ
の
表
面
だ
け
を

見
て
も
、
平
安
の
昔
か
ら
、
漢
語
に
支
配
さ

れ
た
り
、
あ
る
い
は
我
々
の
時
代
の
戦
後
の

よ
う
に
圧
倒
的
な
カ
タ
カ
ナ
語
に
占
領
さ
れ

た
り
、
時
に
は
文
章
構
造
ま
で
翻
訳
調
に
侵

さ
れ
た
り
と
、
い
く
度
も
危
う
い
大
波
を
か

ぶ
っ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
度
に
乗
り
越
え

て
弥
次
郎
兵
衛
の
よ
う
に
元
の
姿
勢
を
、
日

本
語
本
来
の
姿
を
回
復
し
て
き
た
。
そ
し
て

そ
の
こ
と
は
、
何
度
も
全
否
定
さ
れ
な
が
ら

も
不
死
鳥
の
よ
う
に
生
き
延
び
て
き
た
大
和

歌
の
運
命
と
も
重
な
っ
て
い
る
の
だ
。「
歌
の

わ
か
れ
」、
短
歌
否
定
は
な
に
も
昭
和
、
戦
後

だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
昔
、
万
葉
集

の
あ
と
古
今
集
が
編
ま
れ
る
ま
で
の
漢
詩
時

代
は
一
五
〇
年
も
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
そ

の
間
も
貴
族
た
ち
の
家
々
で
は
み
な
大
和
歌

を
守
り
続
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
集
を
残
し

て
い
た
。
そ
う
し
て
、
各
地
に
伝
わ
っ
た
大

和
歌
を
集
め
て
万
葉
集
が
で
き
あ
が
っ
た
よ

う
に
、
各
家
に
伝
わ
っ
た
私
家
集
を
結
集
し

て
、
一
五
〇
年
の
空
白
を
埋
め
て
古
今
集
が

で
き
た
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
流
れ
が
文

明
開
化
の
改
革
も
、
原
爆
の
危
機
も
原
発
の

不
安
も
乗
り
越
え
て
今
に
至
っ
て
い
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
だ
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
う
も
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
―
短
歌
は
単
に
日

本
語
の
底
荷
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
、
そ

れ
は
日
本
文
学
全
体
の
底
荷
な
の
だ
、
と
。
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昭
和
二
〇
年
代
、
敗
戦
の
後
だ
が
、
短
歌

俳
句
が
激
し
く
否
定
さ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
、

と
は
知
る
人
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
も
は
や
歴

史
的
文
献
だ
が
、
俳
句
な
ど
学
校
で
教
え
る

な
と
言
っ
た
悪
名
高
い
桑
原
武
夫
『
第
二
芸

術
』（
昭
和
21
年
）
や
、
臼
井
吉
見
『
短
歌

へ
の
訣
別
』（
同
）
等
々
、
ま
る
で
国
を
挙
げ

て
と
い
う
よ
う
に
数
多
の
短
歌
俳
句
否
定
論

が
現
れ
た
。
し
か
し
、
こ
ん
な
時
代
が
あ
っ

た
の
に
、
短
歌
も
俳
句
も
一
向
に
滅
び
も
せ

ず
に
き
た
。
い
や
、
滅
び
な
い
ど
こ
ろ
か
、

今
で
は
俳
句
を
世
界
遺
産
に
登
録
し
よ
う
と

ま
で
い
う
時
代
に
な
っ
た
。
こ
の
不
死
鳥
の

よ
う
な
生
命
力
を
持
っ
た
短
歌
俳
句
と
は
何

な
の
か
と
い
う
謎
は
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
問

い
続
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
今
、
あ

の
雨
後
の
筍
の
よ
う
に
出
て
き
た
否
定
論
は

い
っ
た
い
何
だ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
起
る
。

　
も
う
数
年
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
桑
原
武

夫
『
第
二
芸
術
︱
現
代
俳
句
に
つ
い
て
』
を

論
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
い
ま
詳
細
は
省
く

が
、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
大
方

は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
間
違
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
で
は
何
が
い
け
な
か
っ

た
の
か
。
そ
れ
は
、
彼
が
そ
こ
で
使
っ
て
い

る
物
差
し
が
問
題
な
の
だ
。
た
と
え
ば
、
新

聞
の
投
句
欄
に
載
っ
た
一
句
と
著
名
俳
人
の

一
句
と
を
並
べ
て
み
せ
て
、
区
別
も
優
劣
も

付
か
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
、
こ
こ

に
は
、
芸
術
作
品
に
は
作
者
の
個
性
の
刻
印

が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
か
、
思
想
性
が
無
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
か
、
要
す
る
に
西
欧
近
代
文

学
が
も
っ
た
観
念
を
そ
の
ま
ま
俳
句
に
当
て

は
め
て
、
あ
れ
が
無
い
、
こ
れ
が
足
り
な
い

と
言
っ
て
い
る
の
だ
。

　
だ
が
、
五
百
年
千
年
も
前
に
で
き
た
短
歌

俳
句
に
、
西
洋
の
、
し
か
も
近
々
百
年
ば
か

り
の
間
に
で
き
上
っ
た
芸
術
観
、
そ
ん
な
物

差
し
を
当
て
る
の
は
土
台
無
茶
な
話
だ
。
西

洋
に
し
た
っ
て
近
代
以
前
の
文
学
は
個
性
も

思
想
も
知
り
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
桑
原
武
夫
は
京
都
大
学
の
フ
ラ
ン
ス
文
学

の
先
生
だ
っ
た
。
つ
ま
り
日
本
で
は
第
一
級

の
知
識
人
だ
が
、
そ
う
い
う
人
が
ど
う
し
て

こ
ん
な
無
茶
な
こ
と
を
言
っ
た
の
か
、
そ
こ

に
は
矢
張
り
敗
戦
直
後
の
、
抗
し
が
た
い
時

代
の
空
気
が
あ
っ
た
わ
け
だ
。
敗
戦
シ
ョ
ッ

ク
は
日
本
人
に
あ
ら
ゆ
る
面
で
自
信
喪
失
さ

せ
、
伝
統
や
文
化
の
全
て
を
疑
わ
せ
、
否
定

さ
せ
た
が
、
そ
う
し
た
嵐
の
な
か
で
桑
原
武

夫
の
発
言
も
生
ま
れ
た
。
日
本
の
社
会
文
化

の
欠
陥
を
、
前
近
代
性
を
あ
げ
つ
ら
え
ば
、

そ
れ
だ
け
で
人
々
は
納
得
し
た
。
結
論
が
全

て
、
ま
し
て
エ
ラ
イ
先
生
が
そ
れ
ら
し
い
理

屈
を
付
け
て
い
れ
ば
、
そ
の
手
続
き
の
こ
と

な
ど
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
そ
の
頃
、
小
説
家
高
見
順
に
も

〈
歌
・
小
説
・
日
本
語
〉⑰

短
歌
は
日
本
文
学
の
底
荷

こ
ん
な
発
言
が
あ
る
。

　「
結
論
は
か
う
で
あ
る
。
日
本
の
小
説
は

近
代
小
説
と
し
て
は
未
成
育
の
状
態
に
あ
る
。

多
分
に
非
近
代
的
な
も
の
を
持
つ
て
ゐ
る
。

か
か
る
日
本
の
小
説
は
そ
れ
を
支
配
し
て
ゐ

る
と
こ
ろ
の
短
歌
的
精
神
・
俳
句
的
精
神
か

ら
解
放
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。『
写
生
主

義
』
か
ら
の
解
放
、
そ
こ
に
私
は
、
日
本
の

小
説
に
於
け
る
近
代
的
未
成
育
の
一
つ
の
解

決
を
見
た
い
」

　
昭
和
二
十
二
年
に
書
か
れ
た
『
日
本
文
学

に
於
け
る
写
生
精
神
の
検
討
』
の
結
末
部
分

で
あ
る
。
編
集
部
か
ら
「
近
代
文
学
と
し
て

の
日
本
の
小
説
の
再
検
討
」
な
る
課
題
を
与

え
ら
れ
て
、
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
だ
と
し
て

い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
編
集
部
は
ま
た
、
先

の
『
第
二
芸
術
』
や
、
そ
の
一
月
前
に
出
て

い
る
織
田
作
之
助
の
『
二
流
文
学
論
』
に
触

発
さ
れ
て
こ
ん
な
テ
ー
マ
を
作
り
上
げ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
そ
の
時
代
の
も
っ
と
も

ア
ク
チ
ュ
ア
ル
で
先
鋭
的
な
話
題
だ
っ
た
の

だ
。
桑
原
武
夫
に
も
『
第
二
芸
術
』
の
前
に

『
日
本
現
代
小
説
の
弱
点
』
な
る
エ
ッ
セ
イ

が
あ
る
が
、
短
歌
俳
句
が
総
攻
撃
を
受
け
て

い
た
こ
ろ
、
小
説
も
こ
ん
な
ふ
う
に
モ
グ
ラ

叩
き
に
遭
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
日
本
の
近
代
小
説
の
「
二

流
」
性
、「
弱
点
」
の
原
因
の
中
心
の
と
こ
ろ

に
、
日
本
固
有
の
「
私
小
説
」
と
い
う
存
在

が
あ
っ
た
。
高
見
順
は
こ
こ
で
、
日
本
近
代

小
説
の
「
未
成
育
」
の
原
因
と
し
て
、「
虚
構

構
築
精
神
」
の
薄
弱
、
つ
ま
り
体
験
告
白
重

視
に
傾
く
こ
と
、
ま
た
、
こ
こ
が
大
事
な
と

こ
ろ
だ
が
、「
短
歌
俳
句
の
植
民
地
」
に
な
っ

て
い
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
小
説
が
短
歌

俳
句
の
持
つ
文
学
観
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
、
三
番
目
と
し
て
「
写
生
主
義
」

に
捉
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
短

歌
俳
句
は
、
自
分
が
つ
く
っ
た
わ
け
で
も
な

い
小
説
に
お
い
て
も
、
諸
悪
の
根
源
は
お
前

だ
と
、
叩
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

　
高
見
順
は
、
自
身
の
出
生
に
絡
む
秘
話
を

暴
い
た
『
私
生
児
』（
昭
和
10
年
）
で
注
目

さ
れ
、
そ
の
後
は
い
わ
ゆ
る
転
向
小
説
も
書

い
て
い
る
人
だ
。「
私
小
説
」
を
否
定
す
る
こ

と
は
自
分
を
否
定
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
は

ず
で
、
こ
こ
で
は
身
を
切
る
思
い
も
し
て
い

た
に
違
い
な
い
の
だ
が
。

　
さ
て
皆
さ
ん
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
と
言
っ

て
も
、
こ
こ
は
歌
人
た
ち
の
雑
誌
だ
か
ら
興

味
な
い
と
い
う
方
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
小
説
の
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
、

歌
も
含
め
た
日
本
文
化
文
学
の
根
本
の
性
格
、

問
題
と
し
て
私
に
は
と
て
も
重
要
な
問
題
な

の
だ
。
そ
し
て
今
、
大
胆
に
言
っ
て
し
ま
え

ば
、
私
は
こ
の
高
見
説
に
大
筋
の
と
こ
ろ
で

賛
成
な
の
だ
。
日
本
の
近
代
小
説
は
「
短
歌

俳
句
の
植
民
地
」
＝
小
説
家
も
読
者
も
短
歌

俳
句
の
文
学
観
を
捨
て
て
い
な
い
の
だ
、と
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
う
え
で
ど
う
評
価
す
る
か
、

そ
の
と
こ
ろ
は
高
見
順
と
は
全
く
逆
、
反
対

で
あ
る
。
そ
の
事
実
は
「
弱
点
」
な
ど
で
は

な
く
、
大
い
な
る
特
色
、
誇
る
に
足
る
民
族

的
な
特
徴
な
の
だ
、
と
。
外
国
文
学
の
影
響

に
よ
っ
て
、
時
々
の
ぐ
ら
つ
き
は
始
終
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
、
少
し
時
間
が
経
て
ば
結
局

は
本
来
の
姿
を
取
り
戻
す
。
そ
れ
は
、
短
歌

俳
句
を
今
も
棄
て
な
い
多
く
の
国
民
が
そ
れ

を
支
持
す
る
か
ら
だ
。
例
は
い
く
ら
で
も
挙

げ
ら
れ
る
が
、
日
本
近
代
小
説
の
名
作
は
み

な
、
こ
の
日
本
固
有
の
文
学
観
か
ら
外
れ
て

い
な
い
。

　
こ
れ
が
、
先
回
、
上
田
三
四
二
の
こ
と
ば

に
重
ね
て
言
っ
た
、「
短
歌
は
日
本
文
学
の
底

荷
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
で
あ
る
。




