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第
一
日

　
夜
な
か
に
不
図
目
が
さ
め
た
。
雨
の
音
が
す
る
。
ぱ
ら
ぱ
ら
寝
台
車
の
屋

根
を
打
つ
音
が
耳
に
入
っ
た
。
私
は
、
家
に
臥ね
て
静
に
夜
の
雨
音
を
聴
く
よ

う
な
す
が
す
が
し
い
い
い
心
持
が
し
た
。

　
午
前
六
時
何
分
か
に
、
鳥と
栖す
で
乗
換
る
頃
に
は
霧
雨
で
あ
っ
た
。 

南 

風 

は
え
の
さ

崎 き
、
大
村
、 

諫  

早 

い
さ
は
や

、
海
岸
に
沿
う
て
遽
し
く
く
ぐ
る
山
腹
か
ら
出
て
は

海
を
眺
め
る
と
、
黒
く
濡
れ
た
磯
の
巖
、
藍
が
か
っ
た
灰
色
に
打
ち
よ
せ
る

波
、
舫もや
っ
た
舟
の
檣
ほ
ば
し
らが
幾
本
も
細
雨
に
揺
れ
乍
ら
林
立
し
て
居
る
景
色
。
版

画
的
で
、
眼
に
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
強
い
。
鹿
児
島
で
も
、
快
晴
で
あ
っ
た
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し
、
眩
し
い
程
明
る
く
も
う
夏
の
よ
う
に
暑
か
っ
た
故
か
、
長
崎
が
雨
な
の

は
却
っ
て
一
つ
の
変
化
で
よ
か
っ
た
。
私
共
は
、
急
に
思
い
立
っ
て
来
た
の

で
、
宿
も
定
め
て
は
な
い
。
先
年
、
長
崎
ホ
テ
ル
に
泊
っ
て
、
そ
の
さ
び
れ

た
趣
を
ひ
ど
く
長
崎
ら
し
い
と
味
っ
た
知
人
か
ら
、
名
を
聞
い
て
来
た
ば
か

り
だ
。
長
崎
駅
に
下
り
て
、
赤
帽
に
訊
い
て
見
る
と
、
も
う
廃
業
し
て
、
ジ

ャ
パ
ン
・
ホ
テ
ル
だ
け
の
由
、
相
談
を
し
、
兎
も
角
其
処
へ
行
っ
て
見
る
こ

と
に
な
っ
た
。
雲
が
薄
く
な
り
、
稀
に
、
光
っ
た
雨
脚
が
京
都
と
同
じ
よ
う

に
乾
き
の
早
い
白
い
道
に
降
る
。
上
海
な
ど
へ
連
絡
す
る
船
宿
の
並
ん
だ
通

り
を
ぬ
け
、
港
沿
い
に
俥
が
駛
る
。
昼
ご
ろ
の
故
か
、
往
来
は
至
っ
て
閑
散

だ
。
左
側
に
古
風
な
建
物
の
領
事
館
な
ど
あ
る
。
或
角
を
曲
っ
た
。
支
那
両

替
屋
の
招
牌
が
幌
を
掠
め
た
。
首
を
こ
ご
め
て
往
来
を
の
ぞ
く
と
、
右
手
に
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畳
を
縫
っ
て
居
る
職
人
、
向
側
の
塵
埃
ほ
こ
り
っ
ぽ
い
大
硝
子
窓
の
奥
で
針
を
働
し

て
居
る
洋
服
工
、
つ
い
俥
の
下
で
逃
げ
出
す
鶏
を
見
乍
ら
丸
髷
に
結
っ
た
女

と
喋
っ
て
居
る
若
者
迄
悉
く
支
那
人
だ
。
道
の
つ
き
当
り
か
ら
山
手
に
か
か

っ
て
、
遙
か
高
み
の
新
緑
の
間
に
、
さ
っ
ぱ
り
し
た
宏
壮
な
洋
館
が
望
ま
れ

る
。
ジ
ャ
パ
ン
・
ホ
テ
ル
と
云
う
の
は
あ
れ
だ
ろ
う
。
海
の
展
望
も
あ
り
な

か
な
か
よ
さ
そ
う
な
と
こ
ろ
と
、 

只  

管 

ひ
た
す
ら

支
那
街
ら
し
い
左
右
の
情
景
に
注

意
を
奪
わ
れ
て
居
る
と
、
思
い
が
け
な
い
緑
色
の
建
物
の
前
で
梶
が
下
り
た
。

片
手
に
新
聞
を
拡
げ
た
な
り
持
ち
、
空
模
様
で
も
見
る
ら
し
く
ふ
ら
り
と
棕

櫚
の
鉢
植
の
と
こ
ろ
へ
出
て
居
た
背
広
の
男
が
、
我
々
に
近
よ
り
、
極
く
平

静
に
　
　
抑
揚
な
く
挨
拶
し
た
。

「
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
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ホ
ー
ル
で
、
我
々
は

「
一
寸
御
飯
を
た
べ
た
い
の
だ
が
」

と
云
っ
た
。

「
ど
う
ぞ
此
方
で
暫
く
お
待
ち
下
さ
い
」

　
傍
の
客
室
に
案
内
さ
れ
た
。 

手  

套 

て
ぶ
く
ろ

を
と
り
乍
ら
室
内
を
見
廻
し
、
私
は

ひ
と
り
で
に
一
種
の
微
笑
が
湧
く
の
を
感
じ
た
。
長
崎
と
は
、
ま
あ
何
と
古

風
な
開
化
の
町
！
　
フ
レ
ン
チ
・
ド
ア
を
背
に
し
て
置
か
れ
た
長
椅
子
は
、

鄙
び
た
紅
天
鵝
絨

べ
に
び
ろ
う
ど
張
り
、
よ
く
涙
香
訳
何
々
奇
談
な
ど
と
云
っ
た
小
説
の
插

画
に
あ
る
通
り
の
円
い
飾
玉
の
つ
い
た
椅
子
。
更
紗
模
様
の
紙
を
は
っ
た
壁

に
、
二
つ
並
ん
で
錆
た
金
椽
の 

飾 

装 

品 

か
ざ
り
も
の

が
懸
っ
て
居
る
。
其
こ
そ
我
々
を

興
が
ら
せ
た
。
遠
見
に
淡
く
海
辺
風
景
を
油
絵
で
描
き
、
前
に
小
さ
い
貝
殼
、
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珊
瑚
さ
ん
ご
の
き
れ
は
し
、
海
草
の
枝
な
ど
と
り
集
め
て
配
合
し
た
上
を
、
厚
く
膨
ふ
く
ら

ん
だ
硝
子
で
蓋
し
た
も
の
だ
。
薄
暗
い
部
屋
だ
か
ら
、
眼
に
力
を
こ
め
て
凝

視
す
る
と
、
画
と 

実  

物 

ほ
ん
も
の

の
貝
殼
な
ど
と
の
パ
ノ
ラ
マ
的
効
果
が
現
れ
、
小

っ
ぽ
け
な
窓
か
ら
海
底
を
覗
い
て
居
る
よ
う
な
幻
覚
が
起
ら
な
い
限
で
も
な

い
の
だ
　
　
大
人
に
パ
ノ
ラ
マ
が
珍
重
さ
れ
た
時
代
が
我
々
の
一
九
二
六
年

迄
か
え
っ
て
来
る
。
　
　

　
間
も
な
く
食
事
を
知
ら
せ
る
銅ど
鑼ら
が
鳴
っ
た
。
色
と
り
ど
り
実
に
ふ
ん
だ

ん
な
卓
上
の
盛
花
、
隅
の
食
器
棚
の
上
に
並
べ
ら
れ
た
支
那
焼
花
瓶
、
左
右

の 

大  

聯 

お
お
れ
ん

。
重
厚
で
色
彩
が
豊
富
す
ぎ
る
其
食
堂
に
坐
っ
た
者
と
て
は
、
初

め
私
達
二
人
の
女
ぎ
り
で
あ
っ
た
。
人
間
で
な
い
も
の
が
多
す
ぎ
る
。
其
故
、

花
や
陶
器
の
放
つ
色
彩
が
、
圧
迫
的
に
曇
天
の
正
午
を
生
活
し
て
居
る
よ
う
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に
感
じ
ら
れ
る
。
程
経
っ
て
若
い
亜
米
利
加
の
男
が
一
人
入
っ
て
来
た
。
入

口
に
近
い
定
席
に
つ
く
や
否
や
、
彼
は
、
押
え
き
れ
な
い
ら
し
い
大
き
な
倦

怠
か
ら
、
う
ん
と
伸
び
を
し
た
。
前
菜
を
捧
げ
た
給
仕
に
、
苦
笑
し
乍
ら
呟

く
の
が
聞
え
た
。

「
ハ
、
ハ
、
眠
た
い
で
す
」

　
も
う
一
人
、
縞
服
の
男
が
来
て
、
食
卓
に
つ
い
た
。
二
人
、
四
つ
五
つ
離

れ
た
各
々
の
卓
子
か
ら
会
話
を
始
め
た
。
純
益
何
割
、
保
険
金
何
割
、
何
弗
ど
る
、

何
弗
の
話
。
…
…
暇
す
ぎ
る
年
寄
の
給
仕
が
、
時
々
ナ
プ
キ
ン
を
振
っ
て
蠅

を
追
っ
て
居
る
。

　
　
　
い
か
に
も
物
懶
さ
と
云
い
、
何
処
や
ら
地
か
ら
生
え
抜
き
日
本
離
れ

の
し
た
雰
囲
気
と
云
い
、
面
白
い
の
だ
が
、
私
共
は
或
虫
、
そ
の
他
心
配
で
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迚
も
泊
る
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
私
は
旅
館
の
相
談 

旁  

々 

か
た
が
た

、
紹
介
を
得

て
来
た
図
書
館
長
の
永
山
氏
に
電
話
を
か
け
た
。
私
、
早
口
に
な
る
と
見
え
、

電
話
が
て
き
ぱ
き
相
手
に
通
じ
な
い
。
困
難
し
、
打
ち
合
わ
せ
な
ど
す
る
う

ち
に
、
後
の
廊
下
で
、
一
人
の
老
人
が
丹
念
に
人
造
真
珠
の
頸
飾
や
、
古
本

や
鼈
甲
細
工
等
下
手
に
見
栄
え
な
く
並
べ
始
め
た
。

　
一
眠
り
し
た
ら
、
大
分
元
気
が
恢
復
し
た
。
福
島
屋
の
其
部
屋
か
ら
、
遙

に
港
内
が
瞰
下
み
お
ろ
せ
た
。
塗
り
更
え
に
碇
泊
し
て
居
る
ら
し
い
大
き
い
二
隻
の

汽
船
の
赤
い
腹
の
周
囲
を
、
小
蒸
汽
が
小
波
立
て
て
往
来
す
る
。
夕
飯
前
の

一
散
歩
に
、
地
図
携
帯
で
私
共
は
宿
を
出
た
。 

彼  

此 

か
れ
こ
れ

五
時
頃
で
あ
っ
た
ろ

う
か
。
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雨
あ
が
り
だ
か
ら
、
お
っ
と
り
し
た
関
西
風
の
町
並
、
名
物
の   

甃      

い
し
だ
た
み
み

道   ち
は
殊
更
歩
く
に
快
い
。
樟
く
す
の
きの
若
葉
が
丁
度
あ
ざ
や
か
に
市
の
山
手
一
帯

を
包
ん
で
居
る
時
候
で
、
支
那
風
の
石
橋
を
渡
り
、
寂
び
た
石
段
道
を
緑
の

裡なか
へ
登
り
つ
め
て
ゆ
く
心
持
。
長
崎
独
特
の
趣
き
が
あ
る
。
実
際
、
長
崎
と

い
う
市
は
、
い
つ
の
時
代
に
か
到
る
処
に
賢
く
豊
富
な
石
材
を
利
用
し
た
ば

か
り
で
、
す
っ
か
り
風
致
に
変
化
を
生
じ
た
都
会
だ
と
思
う
。
木
材
を
愛
す

日
本
人
に
比
較
し
、
そ
の
事
業
を
完
成
し
た
の
は
、
所
謂 

唐  

人 

と
う
じ
ん

達
の
手
柄

で
あ
ろ
う
か
。
長
崎
の
市
を
、
何
等
史
的
知
識
な
く
一
巡
し
た
旅
客
の
記
憶

に
も
確
り
印
象
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
水
に
配
さ
れ
た
石
橋
の
異
国
的
な
美
や

古
寺
の
壮
重
な
石
垣
と
繁
っ
た
樹
木
と
の
調
和
等
で
は
あ
る
ま
い
か
。
長
崎

に
は
夥
し
く
寺
が
あ
る
。
そ
の
寺
々
が
皆
港
を
見
晴
ら
す
山
よ
り
に
建
て
ら
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れ
て
居
る
。
沢
山
の
石
段
を
自
然
に
悠
く
り
登
り
、
登
り
き
っ
た
処
で
は
誰

し
も
一
息
入
れ
た
く
成
る
だ
ろ
う
。
其
時
人
々
の
前
に
は
、
眼
界
遙
か
に
穏

や
か
な
入
海
と
、
櫛
比
し
っ
ぴ
し
た
町
々
の
屋
根
が
展
開
さ
れ
る
。

　
今
籠
町
の
黄
檗
宗
崇
福
寺
へ
行
っ
て
、 

唐  

門 

か
ら
も
ん

前
の
石
欄
か
ら
始
め
て
夕

暮
の
市
を
俯
瞰
し
た
時
、
そ
の
心
理
的
効
果
が
は
っ
き
り
感
じ
ら
れ
て
面
白

か
っ
た
。

　
崇
福
寺
は
由
緒
も
深
く
、
建
築
も
特
別
保
護
建
造
物
に
な
っ
て
居
る
が
、

私
共
の
趣
味
で
は
よ
さ
を
直
感
さ
れ
な
か
っ
た
。
京
都
の
黄
檗
山
万
福
寺
と

同
様
、
大
雄
宝
殿
其
他
の
建
物
を
甃
の
廻
廊
で
接
続
さ
せ
て
あ
る
の
だ
が
、

 

山  

端 

や
ま
は
な

で
平
地
の
奥
行
き
が
不
足
な
故
か
、
構
造
の
上
で
せ
せ
こ
ま
し
さ
が

あ
る
。
数
多
あ
ま
た
の
柱
列
を
充
分
活
か
す
だ
け
の
直
線
の
延
長
が
足
り
な
い
と
で
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も
説
明
す
べ
き
な
の
か
。
京
都
の
万
福
寺
の
建
物
で
は
智
的
で
あ
り
意
力
的

な
線
の
勁つよ
さ
を
感
じ
た
が
、
此
方
の
建
物
か
ら
其
感
銘
は
受
け
難
か
っ
た
。

時
間
が
お
そ
か
っ
た
の
で
、
本
堂
の
扉
が
住
持
が
閉
め
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

宝
物
は
一
つ
も
見
ら
れ
ず
。
千
呆
禅
師
が
天
和
二
年
に
長
崎
の
饑
饉
救
済
を

し
た
と
い
う
大
釜
の
前
に
立
っ
て
居
る
と
、
庫く
裡り
か
ら
ひ
ど
く
仇
っ
ぽ
さ
の

あ
る
細
君
が
吾
妻
下
駄
を
か
ら
こ
ろ
鳴
し
て
出
て
来
た
。
龍
宮
造
り
の
楼
門

の
と
こ
ろ
で
遊
ん
で
居
る
息
子
を
頻
り
に
呼
ぶ
。
息
子
は
来
ず
、
労
働
服
を

つ
け
た
男
が
家
に
帰
る
ら
し
く
石
段
を
か
た
か
た
下
か
ら
登
っ
て
来
た
。
唐

門
を
入
っ
た
つ
き
当
り
の
低
い
築
地
つ
い
じ
か
ら
枝
を
さ
し
出
し
た 

一  

叢 

ひ
と
む
ら

の
紅
薔

薇
が
、
露
多
い
夕
闇
に
美
し
か
っ
た
。

　
夜
、
一
番
賑
や
か
と
い
う
西
浜
町
へ
出
て
見
る
。
鼈
甲
細
工
屋
と
、
洋
傘
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屋
の
多
い
の
に
驚
い
た
。
長
崎
の
初
夏
は
、
女
の
人
々
に
洋
傘
が
こ
れ
程
重

大
が
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
鼈
甲
、
品
質
は
よ
い
の
だ
ろ
う
が
、
図
案
も
う

一
息
。
特
に
飾
ピ
ン
な
ど
。
寄
合
町
迄
行
っ
て
帰
り
に
驟
雨
に
会
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
日

　
多
忙
な
永
山
氏
を
煩
す
こ
と
だ
か
ら
、
大
奮
発
で
七
時
起
床
。
短
時
間
の

滞
在
だ
か
ら
永
山
氏
に
大
体
観
る
べ
き
と
こ
ろ
の
教
示
を
受
け
た
い
と
、
昨

日
電
話
し
て
置
い
た
の
だ
。
紹
介
状
に
は
、
私
共
二
人
の
名
が
連
ね
て
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
Ｙ
、
昨
晩
床
に
入
る
時
、
大
分
工
合
を
悪
が
っ
た
。
天
然
痘
流

行
の
為
、
私
達
は
念
の
為
大
分
の
臼
杵
う
す
き
で
種
痘
を
し
た
。
Ｙ
、
十
四
位
の
と
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き
種
痘
し
た
ぎ
り
で
、
ど
う
も
全
感
ら
し
く
、
崇
福
寺
の
裏
の
高
い
段
々
を

降
る
時
な
ど
、
気
分
が
悪
く
な
っ
た
ら
し
か
っ
た
。
今
朝
、
発
熱
し
動
か
れ

な
い
。
私
一
人
行
く
。

　
長
崎
図
書
館
は
、
諏
訪
公
園
内
に
在
る
小
ぢ
ん
ま
り
し
た
図
書
館
だ
。
昔
、

グ
ラ
ン
ト
将
軍
が
来
た
時
、
滞
留
さ
せ
る
に
適
当
な
と
こ
ろ
が
な
く
、
其
為

に
交
親
館
と
い
う
の
を
此
処
に
建
て
て
そ
の
用
に
供
し
た
。
其
を
改
造
し
た

も
の
だ
そ
う
だ
。
入
口
か
ら
、
上
野
の
よ
う
に
陰
気
で
物
々
し
く
な
い
の
が

よ
い
。

　
永
山
時
英
氏
は
、
長
崎
史
研
究
者
と
し
て
権
威
あ
る
人
。
昨
今
出
版
さ
れ

た
大
部
な
切
支
丹
資
料
研
究
は
、
插
画
を
見
た
丈
で
も
益
さ
れ
る
こ
と
が
多

大
だ
。
鹿
児
島
出
身
。
三
時
間
に
亙
っ
て
懇
切
に
私
の
質
問
に
答
え
た
り
、
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書
庫
を
見
せ
ら
れ
た
り
し
た
。
書
庫
に
は
、
出
島 

和  

蘭 

オ
ラ
ン
ダ

屋
敷
の
絵
巻
物
、

対
支
貿
易
に
使
用
さ
れ
た
信
牌
、
航
海
図
、
き
り
し
た
ん
こ
ろ
び
に
関
す
る

書
つ
け
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
遺
物
、
フ
ェ
ー
ト
ン
号
の
航
海
日
誌
、
羅
馬
ロ
ー
マ
綴
の

日
本
語
に
ラ
テ
ン
語
を
混
え
た
独
特
な
趣
味
あ
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
レ
ス
等

々
価
値
あ
る
も
の
が
沢
山
あ
る
。

　
其
節
永
山
氏
も
云
わ
れ
た
通
り
、
長
崎
市
が
博
物
館
を
未
だ
持
た
な
い
の

は
、
ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
だ
。
市
が
現
在
は
、
寧
ろ
歴
史
的
背
景
に
よ
っ

て
存
在
し
て
居
る
よ
う
な
状
態
で
さ
え
あ
る
の
に
。
各
箇
人
と
し
て
は
充
分

に
資
料
も
持
っ
て
居
る
の
に
、
其
を
集
め
て
博
物
館
と
す
る
迄
に
到
ら
な
い

原
因
、
確
に
永
山
氏
の
説
か
れ
る
通
り
、
長
崎
人
の
伝
統
的
な
気
質
　
　
会

所
か
ら
の
配
当
金
で
楽
々
生
活
し
て
居
た
時
代
か
ら
、
あ
く
せ
く
知
ら
ず
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が
重
大
な
関
係
を
も
っ
て
居
る
だ
ろ
う
。
そ
の
上
、
長
崎
人
は
、
鹿
児
島

の
人
々
な
ど
と
違
い
、
自
分
達
の
祖
先
の
生
活
に
流
れ
こ
ん
だ
外
国
文
明
に
、

郷
土
文
化
と
の
対
立
や
文
明
史
的
の
客
観
を
持
ち
難
い
程
、
心
持
の
上
で
コ

ス
モ
ポ
リ
タ
ン
に
な
っ
て
居
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
生
活
を
来
る
が
ま
ま
、

流
る
る
が
ま
ま
、
都
市
と
し
て
持
つ
古
さ
の
自
覚
さ
え
忘
れ
て
、
生
き
て
居

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
或
、
真
似
が
た
い
鷹
揚
さ
と
云
え
な
い
こ
と
も
な

い
。
京
都
や
奈
良
が
、
決
し
て
自
分
の
年
功
を
忘
れ
な
い
老
人
の
よ
う
な
の

と
、
興
味
あ
る
対
照
と
思
う
。

　
午
後
に
な
っ
て
も
、
Ｙ
切
な
く
、
外
出
覚
つ
か
な
い
。
番
頭
、
頼
山
陽
の

書
な
ど
見
せ
て
く
れ
る
。
折
々
、
港
の
景
色
を
ぼ
や
か
し
て
、
霧
雨
が
す
る
。

お
喋
り
の
間
に
、
長
崎
の
女
性
評
が
出
た
。
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「
こ
こ
の
女
の
人
は
、
鹿
児
島
の
女
と
随
分
違
う
わ
ね
」

「
違
う
、
違
う
。
鹿
児
島
の
女
の
人
、
何
だ
か
皆
頬
ぺ
た
な
ん
か
艷
々
し
て

居
る
よ
う
で
、
活
々
し
て
、
笑
い
ん
ぼ
ら
し
い
け
れ
ど
、
長
崎
の
女
の
人
は

ど
っ
ち
か
と
い
う
と
　
　
さ
あ
何
て
云
う
の
か
　
　
」

「
そ
う
よ
、
私
も
そ
う
い
う
処
が
女
中
を
見
て
も
違
う
と
思
う
わ
。
情
が
深

い
っ
て
云
う
で
し
ょ
　
　
男
の
人
達
に
対
し
て
鹿
児
島
の
女
の
人
は
割
合
さ

っ
ぱ
り
単
純
に
快
活
で
、
ど
っ
ち
か
と
云
う
と
頼
り
に
な
る
姉
妹
、
母
さ
ん

と
い
う
感
じ
、
ね
。
長
崎
の
方
は
情
人
、
或
は
妻
的
、
違
う
？
」

「
其
だ
け
、
つ
ま
り
性
的
に
馴
練
さ
れ
て
居
る
わ
け
だ
な
」

「
地
理
的
関
係
も
あ
る
か
ら
、
ね
。
昔
の
オ
ラ
ン
ダ
人
な
ん
か
は
随
分
、
そ

う
い
う
長
崎
婦
人
の
美
点
を
エ
ン
ジ
ョ
ウ
イ
し
た
ら
し
い
こ
と
よ
。
幕
府
で
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は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
細
君
を
連
れ
て
来
る
こ
と
を
、
政
策
上
許
さ
な
か
っ
た

ん
で
す
っ
て
。
或
人
が
折
角
夫
人
同
伴
で
来
た
の
に
、
上
陸
も
許
さ
れ
な
い

で
直
ぐ
其
船
で
追
帰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
悲
惨
な
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う

だ
け
れ
ど
、
出
島
の
住
人
は
、
内
心
却
っ
て
好い
い
位
だ
っ
た
ん
で
す
っ
て
」

「
何
故
？
」

「
だ
っ
て
　
　
貴
婦
人
が
来
た
ら
困
っ
ち
ゃ
う
の
よ
皆
」

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
日

　
長
崎
は
雨
の
尠
い
と
こ
ろ
だ
そ
う
だ
の
に
、
今
朝
も
、
雲
母
き
ら
ら
を
薄
く
張
っ

た
よ
う
な
空
か
ら
小
糠
雨
が
降
っ
て
居
る
。
俥
で
、
福
済
寺
へ
行
く
。
や
は
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り
、
南
京
寺
の
一
つ
、
黄
檗
宗
に
属
す
。
こ
の
寺
は
、
建
物
も
大
観
門
か
ら

青
蓮
堂
　
　
観
音
廟
を
見
た
と
こ
ろ
、
同
じ
辺
か
ら
護
法
堂
へ
行
く
窟
門
の

眺
め
な
ど
、
趣
き
深
い
。
永
山
氏
の
紹
介
で
、
現
住
三
浦
氏
が
各
建
物
を
案

内
し
大
方
丈
の
戸
に
あ
る 

沈 

南 

蘋 

ち
ん
な
ん
ぴ
ん
の
絵
を
見
せ
て
呉
ら
れ
た
。
護
法
堂
の

布
袋
ほ
て
い
、
囲
り
に
唐
児
か
ら
こ
が
遊
た
わ
むれ
て
居
る
巨
大
な
金
色
の
布
袋
な
の
だ
が
、
其
が

彫
塑
で
あ
る
と
い
う
専
門
的
穿
鑿
を
お
い
て
も
、
こ
の
位
心
持
よ
い
布
袋
を

私
は
初
め
て
見
た
。
布
袋
と
い
う
も
の
に
人
格
化
さ
れ
た
福
々
し
さ
が
、
厭

味
な
く
、
春
風
駘
蕩
と
表
現
さ
れ
て
居
る
。
云
う
に
云
わ
れ
ぬ
楽
し
さ
面
白

さ
、
と
い
う
表
情
を
以
て
無
邪
気
極
り
な
く
格
子
の
奥
に
笑
っ
て
居
る
。

　
大
観
門
の
左
右
に
あ
っ
た
、
高
さ
凡
そ
二
尺
二
三
寸
の
下
馬
じ
る
し
を
意

味
す
る
一
対
の
石
の
浮
彫
も
目
に
遺
っ
た
。
こ
の
門
の
前
、
石
欄
の
と
こ
ろ
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に
、
慈
航
燈
が
在
る
。
高
く
櫓
形
に
石
を
組
み
あ
げ
た
上
に
、
四
本
の
支
え

で
燈
籠
形
の
頂
が
つ
け
ら
れ
て
居
る
。
恐
ら
く
昔
、
唐
船
入
津
の
時
節
、
或

は
毎
夜
、
そ
こ
に
燈
明
が
点
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
体
、
こ
の
福
済

寺
か
ら
の
眺
望
は
、
長
崎
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
際
立
っ
た
も
の
と
思
う
。

細
雨
を
傘
に
よ
け
て
大
観
門
外
に
立
っ
て
見
る
と
、
海
路
平
安
と
銘
あ
る
そ

の
す
っ
き
り
し
た
慈
航
燈
を
前
景
と
し
、
右
に
よ
っ
て
市
中
の
教
会
の
尖
塔

が
ひ
と
り
雨
空
に
聳
え
て
居
る
。
濡
れ
た
屋
根
屋
根
、
そ
れ
を
越
す
と
、
煙

っ
た
湾
内
の
風
光
が
一
眸
に
お
さ
め
ら
れ
る
。
佇
ん
で
こ
れ
等
の
遠
望
を
恣

に
し
て
居
る
う
ち
に
、
私
は
不
図
、
海
路
平
安
と
だ
け
刻
ま
れ
た
四
字
の
間

か
ら
、
海
上
は
る
か
に
思
を
や
っ
た
明
末
の
帰
化
人
の
無
言
の  

郷    

愁  

ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を

犇ひし
と
我
心
に
も
感
じ
た
よ
う
に
思
っ
た
。
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第
四
日

　
運
の
わ
る
い
こ
と
。
今
日
は
雲
の
切
れ
め
こ
そ
見
え
る
が
、
急
に
吹
き
降

り
の
大
粒
な
雨
が
落
ち
る
。
け
れ
ど
も
、
今
日
引
こ
も
っ
て
は
、
も
う
大
浦
、

浦
上
の
天
主
堂
も
見
ず
に
仕
舞
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
其
は
残
念
だ
。
Ｙ
、
天

を
睨
み

「
こ
れ
だ
か
ら
貧
棒
旅
行
は
い
や
さ
」

と
歎
じ
る
が
、
や
む
を
得
ず
。
自
動
車
を
よ
ん
で
、
大
浦
天
主
堂
に
行
く
。

坂
路
の
登
り
口
に
門
番
が
あ
り
、
爺
さ
ん
が
居
る
。
こ
れ
も
、
永
山
氏
の
御

好
意
に
よ
る
名
刺
を
通
じ
る
と
、
爺
さ
ん
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「
日
本
の
お
方
か
、
西
洋
の
お
方
か
、
ど
ち
ら
へ
あ
げ
る
ね
」

と
訊
く
。
ど
ち
ら
で
も
よ
い
よ
う
に
永
山
氏
は
た
だ
大
浦
天
主
堂
御
中
と
い

う
指
名
に
さ
れ
て
あ
る
。
私
丁
寧
に
答
え
る
。

「
ど
ち
ら
で
も
よ
ろ
し
い
の
で
す
。
拝
観
さ
え
出
来
れ
ば
」

　
す
る
と
、
爺
さ
ん
、
名
刺
を
見
よ
う
と
も
せ
ず
私
に
か
え
し

「
拝
観
な
ら
、
私
で
え
え
。
今
、
葬
式
で
皆
お
留
守
だ
。
そ
こ
の
右
の
方
か

ら
入
っ
て
見
な
さ
い
。
木
の
仕
切
り
の
中
へ
入
り
さ
え
し
な
け
れ
ば
勝
手
に

見
な
さ
っ
て
え
え
」

　
私
共
は
顔
を
見
合
わ
せ
、
当
惑
し
て
笑
い
合
っ
た
。
今
度
は
Ｙ
が
訊
く
。

「
勝
手
に
拝
見
し
て
わ
か
り
ま
す
か
」

「
　
　
わ
た
し
は
な
、
も
う
年
よ
り
で
病
気
だ
か
ら
、
説
明
が
出
来
ま
せ
ん
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じ
ゃ
、
こ
こ
が
苦
し
い
か
ら
　
　
だ
か
ら
た
だ
見
る
だ
け
」

　
冬
の
日
向
ぼ
っ
こ
の
よ
う
な
平
和
な
愛
嬌
が
爺
さ
ん
の
言
葉
に
溢
れ
る
。

　
た
だ
拝
見
す
る
こ
と
に
し
て
、
右
手
と
い
う
、
正
面
入
口
の
右
手
扉
を
押

し
て
見
た
が
明
か
な
い
。
ぐ
る
り
と
後
に
廻
る
と
、
開
く
扉
は
あ
っ
た
が
、

司
祭
控
室
ら
し
く
、
第
一
、
下
駄
で
入
っ
て
は
わ
る
そ
う
だ
し
困
っ
て
、
私

は
、
附
属
家
の
手
入
れ
を
し
て
居
た
ペ
ン
キ
屋
に
、
掛
り
の
人
の
居
処
を
聞

い
て
見
た
。
灌
木
の
茂
み
の
間
の
坂
を
登
り
切
っ
た
と
こ
ろ
に
、
大
理
石
の

十
字
架
上
の
基
督
像
を
中
心
と
し
た
花
園
が
あ
る
。
其
処
に
、
木
造
の
、
深

い
張
り
出
し
を
持
っ
た
一
棟
古
風
な
建
物
が
あ
る
が
、
其
も
今
手
入
れ
最
中

人
か
げ
も
な
い
。
テ
ニ
ス
・
コ
ウ
ト
で
草
む
し
り
を
し
て
居
た
女
か
ら
、
御み

堂どう
で
は
草
履
を
は
か
せ
な
い
こ
と
を
聞
い
て
戻
り
、
や
っ
と
内
に
入
っ
た
。
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賑
や
か
に
飾
っ
た
祭
壇
、
や
や
下
っ
て 

迫  

持 

せ
り
も
ち

の
右
側
に
、
空
色
地
に
金

の
星
を
つ
け
た
ゴ
シ
ッ
ク
風
天
蓋
に
覆
わ
れ
た
聖
母
像
、
他
の
聖
徒
の
像
、

赤
い
カ
ー
テ
ン
の
下
っ
た
懺
悔
台
、
其
等
の
も
の
が
、
ス
テ
イ
ン
ド
・
グ
ラ

ス
を
透
す
光
線
の
下
に
鎮
っ
て
居
る
。
小
さ
い
が
、
奥
み
と
落
付
き
あ
る
御

堂
で
あ
っ
た
。
特
に
、
こ
こ
に
は
、
正
面
入
口
の
中
央
に
、
大
理
石
で
、
日

本
信
徒
発
見
記
念
の
マ
リ
ア
像
が
在
る
。

　
空
模
様
も
よ
く
な
っ
た
の
で
、
私
共
は
浦
上
へ
も
行
く
こ
と
に
し
た
。
浦

上
と
云
え
ば
、
静
か
な
田
舎
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
居
た
と
こ
ろ
、
長
崎
の
市

の
真
中
か
ら
電
車
で
四
十
分
ば
か
り
の
処
だ
。
終
点
か
ら
川
に
つ
い
て
教
わ

っ
た
通
り
行
っ
た
が
、
二
股
道
に
か
か
り
、
さ
て
ど
ち
ら
に
行
っ
て
よ
い
か

判
ら
な
い
。
丁
度
十
五
六
の
女
の
子
が
通
り
す
が
っ
た
。
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「
天
主
堂
へ
は
ど
っ
ち
の
道
を
行
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
」

　
此
辺
の
人
と
見
か
け
た
の
に
、
分
ら
ぬ
ら
し
く

「
さ
あ
、
わ
た
く
し
知
り
ま
せ
ん
が
」

　
Ｙ
、
問
答
を
き
い
て
居
て
、
註
釈
を
加
え
た
。

「
御
堂
で
す
よ
」

「
あ
あ
御
堂
！
」

　
す
っ
か
り
笑
い
乍
ら
、
近
路
を
行
く
。
暫
く
す
る
と
右
手
の
高
台
に
、
ま

だ
新
し
く
、
壮
大
な
堂
が
見
え
て
来
た
。
こ
の
堂
の
建
設
の
た
め
に
、
信
徒

は
三
十
年
も
応
分
の
寄
附
を
怠
ら
ず
、
或
者
は
子
を
大
工
や
左
官
に
仕
立
て

て
そ
の
技
を
献
納
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ゆ
る
や
か
な
坂
を
の
ぼ
っ
た
処
で
、

黒
服
、
鍔
広
帽
の
外
国
宣
教
師
が
、
村
の
子
と
ふ
ざ
け
て
居
る
。
日
本
人
の
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尼
僧
が
つ
れ
立
っ
て
、
礼
拝
堂
か
ら
出
て
来
た
。
大
浦
の
天
主
堂
を
見
た
眼

で
は
、
明
る
く
出
来
立
て
で
大
き
く
、
ど
こ
か
に
東
本
願
寺
と
い
う
よ
う
な

感
が
し
な
く
も
な
い
。

　
内
部
も
規
模
大
で
、
祭
壇
の
左
右
に
合
唱
壇
も
つ
い
て
居
、
堂
々
と
し
た

も
の
だ
。
こ
こ
で
、
信
徒
は
皆
床
に
坐
る
と
見
え
、
腰
掛
ピ
ュ
ー
は
一
脚
も
な
い
。

大
浦
の
祭
壇
や
聖
像
は
生
花
の
束
で
飾
ら
れ
て
居
た
が
、
こ
の
宏
い
大
聖
壇

を
埋
め
る
に
充
分
な
花
は
得
難
い
と
見
え
、
厚
紙
細
工
の
棕
櫚
ら
し
い
も
の

が
、
大
花
瓶
に
立
て
て
あ
る
。
こ
の
大
会
堂
に
信
者
が
溢
れ
て
、
復
活
祭
で

も
行
わ
れ
る
時
は
壮
観
で
あ
ろ
う
。
然
し
私
の
好
み
を
云
う
な
ら
、
自
分
は

大
浦
の
、
女
ら
し
さ
の
限
り
を
つ
く
し
て
レ
ー
ス
や
花
に
と
り
ま
か
れ
た
御お

   

母 

ん
は
は
マ
リ
ア
、
赤
や
紫
の
光
線
に
射
ら
れ
、
小
さ
い
暗
い
宝
石
の
結
晶
の
よ
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う
に  

柱    

列  

コ
ロ
ネ
イ
ド

、
迫
持
の
燃
え
立
つ
御
堂
の
陰
翳
を
愛
す
る
。

　
市
内
に
戻
り
、
出
島
町
を
歩
く
。  

梅  

蘭  

芳  

メ
イ
ラ
ン
フ
ァ
ン

の
芝
居
で
聞
い
た
よ
う
な

支
那
音
楽
を
奏
し
乍
ら
、
披
露
め
や
が
横
通
り
を
通
っ
た
。
直
ぐ
そ
の
下
を

私
が
通
り
が
か
り
つ
つ
あ
る
一
八
〇
〇
年
代
の
建
造
ら
し
い
南
欧
風
洋
館
の

廃すた
れ
た
大
露
台
の
欄
干
で
は
、
今
、
一
匹
の
印
度
イ
ン
ド
猿
が
緋
の
チ
ョ
ッ
キ
を
着
、

四
本
の
肢
で
一
つ
翻
筋
斗

も
ん
ど
り

う
っ
た
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
八
巻
」
新
日
本
出
版
社

　
　
　1981
（
昭
和56

）
年5

月30

日
初
版
発
行

　
　
　1986

（
昭
和61

）
年3

月20

日
第2

版
第1

刷
発
行

初
出
：
同
上

入
力
：
柴
田
卓
治

校
正
：
磐
余
彦

2004

年2

月15

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
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w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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