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正

梅
雨
あ
け
が
遅
れ
た
の
で
、
今
夏

は
凌
ぎ
易

い
と
思

っ
て
い
た
が
、
さ
に
あ
ら
ず
、

こ
の
稿
を
草
す
る
と
き
は
や
は
り
酷
暑
で

あ
る
。
例
年

の
よ
う
に
、
百
日
紅

に
心
を
安
ら
げ
、
夾
竹
桃
の
紅
花
に
目
を
瞠
る
が
、

こ
の

一
年
を
顧
み

て
、
知
己
友
人

の
逝
去

が
多
く
な

っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
れ
に
し
て
も
、
.
一
面
ま
た
、
日
本
人
が
高
齢
化
し
て
い
る
こ
と
も
間
違

い
な
い
。

よ
く
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
老
齢
社
会
が
顕
在
化
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
、
よ
り

一
層
こ
の
現
象
が
進
ん
で

ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
二
十

一
世
紀
が
ど
の
よ
う
な
社
会
に
な
る
か
、
容
易
に
予
測
は
で
き
な
い
が
、
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、

い
わ
ゆ
る
高
齢
化
社
会
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
見
据
え
て
、
政
治
、
社
会
福
祉
、
医
学
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
面

か
ら
の
対
応
が
措
置
さ
れ

つ
つ
あ
る
が
、
老
人
問
題
の
基
本
は
、

い
わ
ば

人
生
の
黄
昏
時

に
お
け
る
主
体

的
な

「生
き
が
い
」

の
確
立
に
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
死
を
前
提
と
し
た
生
を
如
何
に
充
実
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
生
き
と

し
生
け
る
者
す
べ
て
の
人
々
の
究
極
の
人
生
観
と
し
て
最
も
大
事
な
こ
と
で
あ
る
が
、
老
人

に
な
る
か
、

病
人

(死

に
い
た
る

病
)
に
な

っ
て
、
は
じ
め
て
自
分
自
身
の
こ
と
と
し
て
自
覚
せ
し
め
ら
れ
る
の
が
凡
人

の
常
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
事
情
が

一
つ
の
要
因

に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
最
近
と
み
に

「
死
」

の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る

し
よ
う
じ
い
ち
に
よ

よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
「
生
死

一
如
」
と
い
う
仏
教
用
語
が
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
生
と
死
は
表
裏

一
体
で
あ
る
か
ら
、

生
を
ぬ
き
に
し
て
死
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
生

(人
生
)
が
多
種
多
様
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
に
相
応
し
て
死

に
関
す
る
こ
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と
も
画

一
的
で
は
な
い
が
、
近
ご
ろ
と
く
に
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
が

「
死
の
看
取
り
」

(
看
死
)
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
具

体
的
な
例
が
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
病
院
が
実
施
し
て
い
る
末
期
癌
患
者

の
タ
ー
、ミ
ナ
ル
ケ
ア
活
動
で
あ
る
。
治
療
は
病
人
が
中
心

で
あ

っ
て
、
人
間
性
を
無
視
し
て
は
い
け
な
い
、
言
い
か
え
れ
ば
、
病
気
で
は
な
く
病
人
を
治
す
の
で
あ

る
と
い
う
立
場
か
ら
の

ケ
ア
で
あ
る
。
死

へ
の
ケ
ア
と
し
て
と
く
に
宗
教
者
の
役
割
り
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

現
代
社
会
に
お
け
る
僧
侶
の
活
動
を
み
る
に
、
ま
ず
第

一
は
儀
礼

(と
く

に
死
後
の
祭
式
)

で
あ
り
、
第

二
は
教
育
活
動
や
福

祉
活
動
を
は
じ
め
と
す
る
伝
道
教
化
で
あ
る
。
死
人
な
い
し
死
後
を
対
象
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
元
気
に
生
き

て
い
る
人
を
対
象

と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
。
し
か
し
、
看
死
こ
そ
仏
教
者
と
し
て
よ
り
重
要
な
仕
事

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
末
期
癌

の

患
者
は
勿
論
の
こ
と
、
死
に
ゆ
く
人
に
対
し
て
、
そ
の
人
の
心
を
和
ら
げ
、
安

ん
じ
て
死
途
に
つ
く
よ
う
導
く

こ
と
が
三
界

の
大

導
師
な
の
で
あ
る
。
事
実
、
中
世
ご
ろ
ま
で
は
看
死
が
僧
侶
の
仕
事
で
あ

っ
た
。

二
十

一
世
紀

へ
向
か

っ
て

の
仏

教

の
活

性
化

は
、
枕
経
と
は
看
死

の
説
法
で
あ
る
、
と
変
容
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
言

っ
て
も
よ
い
㊨
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
の
こ
と
が
、

釈
尊

の
教
え
は
生
老
病
死
の
解
決
に
あ

っ
た
、
と
い
う
仏
教

の
原
点
に
か
え
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
生
老
病
死
の
具
体
的
な
現
今
の
課
題
と
も
い
う
べ
き
、
癌
告
知
に
つ
い
て
は
い
か
に
あ
る
べ
き

か
。

仏
教
者
の
立
場
か
ら
、
た
て
ま
え
と
し
て
言
う
な
ら
ば
、
告
知
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
間
は
す
べ
て

「
死

へ
の
存
在
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
の
自
覚
か
ら
、
人
生
の
真
実

に
め
ざ
め
、

い
ま
の
こ
の
生
を
充
実

せ
し

め
る
こ
と
が
、
仏
教
の

目
的
で
あ
る
。
具
体
的
に
死
を
感
じ
と

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
人
生

の
真
実
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
告
知

は
そ
の

一

つ
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
、
と
言

っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
た
て
ま
え
で
あ

っ
て
、
日
本
の
文
化
、
社
会
、
宗
教
の

現
状
か
ら
み
て
、
告
知
は
場
合

に
よ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
と
え
真
実

の
こ
と
で
も
相
手

の
為

に
な
ら
な
い
こ
と
は
語

ら
な
い
。
し
か
し
、
真
実
で
相
手

の
為
に
な
る
な
ら
ば
、
た
と
え
相
手
に
不
愉
快
な
こ
と
で
も
そ
れ
を
語

る
、
と

い
う
こ
と
が
告

知

の
指
針
で
あ
り
、
ひ
ろ
く
説
法
の
要
諦
で
も
あ
る
。
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