
漆
黒
の
闇
に
浮
か
ぶ
光
の
船

「
ワ
シ
は
ほ
ん
ま
に
、
東
洋
一
や
テ
、
思
て
た
で
」。
父
の

言
葉
に
、
私
は
一
瞬
耳
を
疑
っ
た
。

以
前
上
梓
し
た
、『
胃
袋
の
近
代
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
）

と
い
う
一
書
の
中
で
、
私
は
大
阪
市
の
中
央
卸
売
市
場
を

「
東
洋
一
と
謳
わ
れ
た
」
と
紹
介
し
、
そ
の
賑
わ
い
を
描
写

し
た
こ
と
が
あ
る
。
す
る
と
、
そ
れ
を
読
ん
だ
父
が
、「
ワ

シ
は
ほ
ん
ま
に
、
東
洋
一
や
テ
、
思
て
た
で
」
と
、
懐
か
し

む
よ
う
に
つ
ぶ
や
い
た
の
で
あ
る
。「
お
父
さ
ん
、
中
央
卸

売
市
場
の
コ
ト
、
知
っ
て
る
の
？
」
と
返
す
と
、「
知
っ
て

る
も
何
も
、
そ
こ
で
働
い
て
た
が
な
」
と
言
う
で
は
な
い
か
。

あ
ら
た
め
て
聞
い
て
み
た
話
は
こ
う
で
あ
る
。

時
は
1
9
6
1
年
頃
、
中
学
3
年
生
の
父
は
、
冬
休
み
に

旅
行
に
出
か
け
る
た
め
に
、
日
銭
を
得
ら
れ
る
場
所
を
探
し

て
い
た
。
す
る
と
宇
佐
美
君
と
い
う
同
級
生
の
一
人
か
ら

「
ほ
ん
な
ら
、
朝
一
番
の
御
堂
筋
線
で
本
町
駅
へ
行
っ
て
、

西
南
の
角
の
交
差
点
で
待
っ
と
っ
て
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。

午
前
４
時
半
、
朝
一
番
の
電
車
で
最
寄
り
の
駅
を
出
る
と
、

５
時
に
本
町
駅
に
到
着
す
る
。
駅
を
出
て
、
言
わ
れ
た
通
り
、

御
堂
筋
の
交
差
点
の
西
南
の
角
で
待
っ
て
い
る
と
、
ど
こ
か

ら
と
も
な
く
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
を
つ
け
た
1
台
の
ト
ラ
ッ
ク
が

や
っ
て
き
た
。
そ
れ
と
わ
か
る
と
父
は
荷
台
に
乗
せ
ら
れ
た
。

こ
の
時
点
で
は
、
ど
こ
に
連
れ
て
行
か
れ
る
の
か
、
ど
こ
で

働
く
の
か
、
全
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。

ま
だ
夜
が
明
け
な
い
町
を
ト
ラ
ッ
ク
は
黙
々
と
走
っ
て
い

く
。
し
ば
ら
く
し
て
唐
突
に
現
れ
た
景
色
に
父
は
思
わ
ず
息

を
呑
ん
だ
。
漆
黒
の
闇
の
中
、
電
気
が
煌
々
と
灯
る
光
の
塊

が
、
ま
る
で
巨
大
な
船
の
よ
う
に
ぶ
わ
っ
と
目
の
前
に
現
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
大
阪
市
中
央
卸
売
市
場
だ
っ
た
。

「
な
ん
と
も
言
え
ん
景
色
や
っ
た
な
ぁ
」。
遠
い
目
を
し
て
父

大
阪
市
中
央
卸
売
市
場
が
誕
生
し
た
。
父
が
働
い
た
の
は
、

そ
れ
か
ら
30
年
を
経
た
、
戦
後
の
市
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

市
場
経
済
を
支
え
る
袋
貼
り
の
内
職　
　

　

  

―
―
在
宅
ワ
ー
ク
今
昔

父
が
雇
わ
れ
て
い
た
の
は
松ま

つ
ち
や屋
町ま

ち

に
本
店
を
構
え
る
「
袋

屋
」
が
中
央
卸
売
市
場
に
出
し
て
い
た
支
店
だ
っ
た
。
ビ

ニ
ー
ル
袋
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
が
ま
だ
無
い
時
代
、
食
料

品
の
梱
包
に
は
紙
袋
が
使
わ
れ
た
。
あ
ら
ゆ
る
大
き
さ
と
種

類
の
大
量
の
袋
を
売
り
捌
く
店
が
中
央
卸
売
市
場
の
中
に
あ

る
と
い
う
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
言
わ
れ
な
け
れ

ば
見
落
と
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
世
界
で
は
あ
る
。

そ
こ
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
み
る
と
、「
そ
の
袋
は
い
っ
た

い
誰
が
作
っ
て
い
た
の
か
」、
と
い
う
新
た
な
疑
問
が
わ
い

て
く
る
。
ま
だ
袋
貼
り
の
機
械
が
無
い
時
代
、
そ
の
製
造
は

大
阪
府
下
の
数あ

ま

多た

の
内
職
従
事
者
が
担
っ
て
い
た
。
大
阪
府

立
内
職
補
導
所
が
1
9
5
6
年
に
府
下
10
か
所
、
８
０
０
０

世
帯
を
訪
問
し
て
実
施
し
た
内
職
の
実
態
調
査
が
あ
る
［
＊
］。

こ
れ
に
よ
る
と
、
全
体
の
18
％
が
内
職
に
従
事
し
、
22
％
が

内
職
を
希
望
し
て
い
る
世
帯
で
あ
り
、
当
時
の
大
阪
で
は
内

職
に
関
わ
る
少
な
か
ら
ぬ
人
び
と
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

具
体
的
な
業
務
と
し
て
は
、
和
裁
や
洋
裁
、
編
み
物
の
よ
う

な
技
能
作
業
が
あ
る
一
方
、
グ
リ
コ
の
お
ま
け
入
れ
、
菓
子

の
包
装
、
ボ
タ
ン
付
け
、
そ
し
て
袋
貼
り
な
ど
の
単
純
作
業

に
よ
る
内
職
が
多
く
存
在
し
て
い
た
。

「
グ
リ
コ
の
お
ま
け
入
れ
仕
事
が
少
な
く
な
る
６
、７
月
に

は
、
マ
ッ
チ
箱
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
、
模
造
真
珠
の
玉
通
し
、

袋
貼
り
な
ど
の
仕
事
を
よ
そ
の
斡
旋
所
か
ら
受
け
て
」
い
る

と
い
う
内
職
者
の
言
葉
か
ら
は
、
季
節
的
繁
閑
が
あ
る
仕
事

の
流
動
性
に
左
右
さ
れ
て
、
一
人
が
複
数
、
異
な
る
内
職
に

は
つ
ぶ
や
く
。
ま
だ
大
阪
の
町
が
寝
静
ま
っ
て
い
る
頃
、
市

場
は
威
勢
の
良
い
怒
号
と
喧
騒
と
で
、
ま
る
で
大
き
な
生
き

も
の
の
よ
う
に
躍
動
し
て
い
た
。

喧
騒
と
鼻
唄　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

  

―
―
天
下
の
台
所
の
賑
わ
い
と
そ
の
歴
史

早
朝
と
い
っ
て
も
、
と
っ
く
に
市
場
は
眠
り
か
ら
覚
め
て

動
き
出
し
て
お
り
、
ト
ラ
ッ
ク
か
ら
降
ろ
さ
れ
る
と
、
休
む

間
も
な
く
朝
の
10
時
ま
で
仕
事
が
続
い
た
。
公
設
市
場
や
商

店
街
が
大
阪
の
お
ば
ち
ゃ
ん
で
ご
っ
た
返
す
女
の
世
界
だ
と

す
れ
ば
、
当
時
の
中
央
卸
売
市
場
は
男
だ
ら
け
の
世
界
だ
っ

た
。ピ

リ
ッ
と
張
り
詰
め
た
緊
張
感
の
中
に
、「
通
ら
れ
へ
ん

や
な
い
か
！
」「
何な

ん

や
と
！
」
と
、
ト
ラ
ッ
ク
の
駐
車
位
置

な
ど
を
め
ぐ
る
ケ
ン
カ
が
勃
発
す
る
の
は
日
常
茶
飯
事
。
そ

う
し
た
喧
騒
の
中
、
市
場
に
設
置
さ
れ
た
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら

は
、
当
時
、
第
三
回
レ
コ
ー
ド
大
賞
を
獲
っ
た
フ
ラ
ン
ク
永

井
の
『
君
恋
し
』
が
大
音
量
か
つ
エ
ン
ド
レ
ス
で
か
か
っ
て

い
た
。
手
を
せ
わ
し
な
く
動
か
し
な
が
ら
、『
君
恋
し
』
を

大
声
で
歌
う
者
あ
り
、
鼻
唄
あ
り
。
冷
た
い
北
風
が
吹
き
抜

け
る
師
走
の
早
朝
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
賑
わ
い
と
熱
気
が
、

夜
明
け
と
と
も
に
始
ま
る
大
阪
の
台
所
を
準
備
す
る
。

大
阪
は
江
戸
時
代
に
は
「
天
下
の
台
所
」、
明
治
維
新
以

降
は
「
食
い
倒
れ
の
都
」
と
目
さ
れ
て
き
た
だ
け
あ
っ
て
、

食
料
を
扱
う
市
場
は
大
規
模
か
つ
複
雑
で
あ
る
。
長
い
歴
史

を
持
つ
在
来
市
場
と
強
力
な
問
屋
組
織
が
発
達
し
た
う
え
に
、

府
県
行
政
が
関
与
し
た
公
営
の
小
売
市
場
と
し
て
の
「
公
設

市
場
」
が
設
置
さ
れ
、
国
が
六
大
都
市
（
東
京
、
横
浜
、
名
古
屋
、

京
都
、
大
阪
、
神
戸
）
の
問
屋
集
合
卸
売
市
場
を
対
象
に
制
定

し
た
「
中
央
卸
売
市
場
法
」
に
よ
っ
て
、
１
９
３
１
年
に
は

従
事
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
内
職
者
の
圧
倒
的
多
数
は

家
庭
の
主
婦
で
あ
っ
た
。
そ
の
動
機
は
「
世
帯
収
入
不
足
」

が
70
％
、「
暇
が
あ
る
た
め
」
が
18
％
、「
不
時
の
支
出
を
補

う
た
め
」
が
９
％
と
続
く
。

「
袋
貼
り
」
内
職
の
平
均
労
働
時
間
は
１
日
約
７
時
間
、
１

月
約
22
日
間
に
の
ぼ
る
。
父
が
働
い
て
い
た
袋
屋
の
袋
は
、

こ
う
し
た
多
く
の
内
職
者
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
一
見
す
る
と
男
性
の
世
界
で
あ
っ
た
東
洋

一
の
台
所
は
、
じ
つ
は
膨
大
な
女
性
た
ち
の
手
労
働
に
よ
っ

て
も
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
現
代
版
内
職
と
し
て
在
宅
ワ
ー
ク
が
増
加
し
、

定
着
し
つ
つ
あ
る
。
今
も
昔
も
「
市
場
経
済
」
と
い
う
台
所

事
情
を
支
え
る
重
要
な
基
盤
で
あ
り
な
が
ら
、「
内
職
」
が

果
た
す
役
割
と
、
家
庭
「
内
」
ゆ
え
に
生
じ
る
複
雑
な
事
情

や
葛
藤
な
ど
は
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
躍
動
す
る
巨
大

市
場
の
舞
台
裏
に
、「
外
職
」
と
「
内
職
」、
男
性
と
女
性
、

正
規
と
非
正
規
な
ど
、
経
済
社
会
を
構
成
す
る
様
々
な
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
が
あ
る
と
い
う
歴
史
と
現
状
に
、
い
ま
一
度
目
を

向
け
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

ゆ
ざ
わ
・
の
り
こ　

法
政
大
学
人
間
環
境
学
部
教
授
。
１
９
７
４
年
、
大

阪
府
八
尾
市
生
ま
れ
。
３
歳
で
東
京
、
千
葉
へ
転
居
し
た
が
、
祖
父
母
や

両
親
の
影
響
を
受
け
た
食
環
境
に
よ
り
「
大
阪
の
胃
袋
」
育
ち
を
自
負
。

『
７
袋
の
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
――
食
べ
る
を
語
る
、
胃
袋
の
戦
後
史
』（
晶
文

社
）
や
、『
ウ
ン
コ
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
――
人
糞
地
理

学
こ
と
は
じ
め
』（
ち
く
ま
新
書
）
な
ど
、
食
や
排
泄
と
い
っ
た
人
間
の
根

源
的
な
生
命
行
動
か
ら
都
市
文
化
を
論
じ
た
話
題
作
を
続
々
発
表
。

注＊ 

『
大
阪
府
に
お
け
る
家
庭
内
職
従
事
状
況
実
態
調
査
報
告
』
１
９
５
７
年
、
大
阪

府
立
内
職
補
導
所
。

大
阪
の
胃
袋

◉
食
都
・
大
阪
が
育
ん
で
き
た
都
市
と
胃
袋
の
物
語
に
、コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え
る
ヒ
ン
ト
を
探
す
。

湯
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画
＝
三
宅
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人

東
洋
一
の
台
所
を
支
え
る
人
び
と
――
大
阪
市
中
央
卸
売
市
場
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