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今
日
、
六
月
二
十
一
日
は
夏
至
（
げ
し
）
。
日
の

出
か
ら
日
の
入
り
ま
で
、
つ
ま
り
、
昼
間
の
時
間
が

一
番
長
い
日
で
す
。 

 
「
昼
間
の
時
間
が
一
番
長
い
」
と
い
う
の
は
、
日

本
な
ど
が
あ
る
「
北
半
球
」
の
話
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
な
ど
が
あ
る
「
南
半
球
」
で
は
、
昼
の
時
間
が

一
番
短
い
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

北
半
球
で
、昼
間
の
時
間
が
一
番
長
い
の
が
夏
至
。

逆
に
、
昼
間
の
時
間
が
一
番
短
い
の
が
冬
至
（
と
う

じ
）
で
す
。
（
今
年
は
十
二
月
二
十
二
日
）
。
そ
し

て
、
夏
至
か
ら
冬
至
の
中
間
の
日
を
秋
分
の
日
と
言

い
ま
す
。
今
年
は
九
月
二
十
三
日
で
休
日
。
冬
至
と

夏
至
の
中
間
を
春
分
の
日
と
言
い
ま
す
。
今
年
は
三

月
二
十
一
日
。
休
日
で
す
が
、
立
教
小
学
校
で
は
毎

年
こ
の
日
を
、
卒
業
礼
拝
の
日
と
し
て
い
ま
す
。
今

年
の
六
年
生
、
つ
ま
り
六
十
九
回
生
が
立
教
小
学
校

を
巣
立
つ
の
は
、
春
分
の
日
と
い
う
訳
で
す
。 

 

秋
分
の
日
と
春
分
の
日
は
、
た
だ
の
休
日
で
は
な

く
て
、
昼
と
夜
の
長
さ
が
同
じ
日
だ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。実
際
は
昼
間
の
方
が
数
分
長
い
の
で
す
が
…
。 

 
 

夏
至
よ
り
も
冬
至
の
方
が
有
名
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

冬
至
の
日
に
は
、
ゆ
ず
湯
に
入
っ
た
り
、
カ
ボ
チ
ャ

を
食
べ
た
り
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
が
い
る
の

で
は
な
い
か
な
。 

 

夏
至
の
日
に
は
何
か
を
入
れ
た
特
別
な
お
風
呂
に

入
っ
た
り
、
何
か
決
ま
っ
た
食
べ
物
を
食
べ
た
り
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
よ
う
で
す
。 

 

た
だ
、
関
西
で
は
夏
至
の
先
の
七
月
一
日
か
二
日

の
半
夏
生
（
は
ん
げ
し
ょ
う
）
と
言
わ
れ
る
日
に
、

タ
コ
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

  

こ
こ
で
タ
コ
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
話
を
ひ
と
つ
。 

話
そ
う
か
、
話
す
ま
い
か
、
迷
っ
た
の
で
す
が
…
。 

江
戸
時
代
、
越
後
の
国
と
言
わ
れ
た
新
潟
県
で
の

話
。
文
化
九
（
一
八
一
二
）
年
、
六
月
十
六
日
に
起

き
た
本
当
の
話
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
…
。 

 

漁
師
の
子
ど
も
の
文
四
郎
（
十
五
歳
）
と
そ
の
友

達
二
～
三
人
で
、海
で
遊
ぼ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

長
さ
一
メ
ー
ト
ル
五
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
蛇
を
発
見
。

そ
の
蛇
を
殺
そ
う
と
し
て
、
棒
で
打
ち
か
か
る
と
、

蛇
は
海
に
逃
げ
て
い
く
。
文
四
郎
た
ち
は
着
物
を
脱

ぎ
捨
て
る
と
海
に
飛
び
込
み
、
蛇
の
後
を
追
っ
た
。 

 

逃
げ
る
途
中
蛇
は
、
海
の
中
の
岩
角
に
度
々
体
を

打
ち
付
け
て
い
る
の
で
、
文
四
郎
た
ち
は
泳
ぎ
な
が

ら
そ
れ
を
見
て
、
変
な
こ
と
を
す
る
も
の
だ
と
思
っ

て
い
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
蛇
の
尾
は
、
見
る
間

に
い
く
す
じ
か
に
裂
け
て
、
そ
の
辺
り
の
海
水
は
た

ち
ま
ち
黄
色
に
変
わ
っ
た
。 

 

海
に
慣
れ
て
い
る
文
四
郎
た
ち
は
、
別
に
怖
い
と

も
思
わ
ず
、
追
い
つ
き
ざ
ま
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
蛇
を

岩
に
た
た
き
つ
け
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
死
骸

を
見
る
と
、
蛇
の
形
と
い
う
よ
り
も
タ
コ
に
似
た
姿

に
な
っ
て
い
た
。尾
が
裂
け
た
よ
う
に
見
え
た
所
は
、

足
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
て
、
吸
盤
の
よ
う
な
も

の
も
で
き
て
い
た
し
、
頭
も
初
め
の
蛇
の
頭
と
は
違

っ
て
、
ち
ょ
う
ど
タ
コ
の
頭
に
似
た
も
の
に
な
っ
て

い
た
。
た
だ
、
そ
の
色
が
普
通
の
タ
コ
よ
り
ず
っ
と

白
っ
ぽ
く
、
少
し
も
赤
み
が
無
い
こ
と
と
、
足
が
八

本
で
は
な
く
て
、
七
本
だ
っ
た
と
の
こ
と
。
こ
の
あ

た
り
の
漁
村
で
は
、
昔
か
ら
漁
師
た
ち
は
七
本
足
の

タ
コ
を
捕
ま
え
る
と
、
皆
捨
て
て
し
ま
う
習
慣
で
、

決
し
て
食
べ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
そ
う
だ
…
。
江
戸

時
代
、
滝
沢
馬
琴
さ
ん
た
ち
が
書
い
た
『
兎
園
（
と

え
ん
）
小
説
』
に
そ
う
書
い
て
あ
る
の
を
、
え
え
、

私
は
確
か
に
こ
の
目
で
見
ま
し
た
…
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

お
っ
と
、
い
か
ん
。
横
道
に
そ
れ
過
ぎ
て
し
ま
っ

た
。
半
夏
生
に
タ
コ
を
食
べ
る
の
は
、
稲
の
根
が
四

方
八
方
に
し
っ
か
り
と
根
付
く
よ
う
に
、
稲
穂
が
タ

コ
の
吸
盤
の
よ
う
に
立
派
に
実
り
ま
す
よ
う
に
と
、

願
い
を
込
め
て
の
こ
と
の
よ
う
で
す
。
君
た
ち
も 

タ
コ
、
い
か
が
で
す
か
。 

 

な
に
っ
、食
べ
た
く
な
い
。そ
う
来
る
と
思
っ
た
。

大
丈
夫
。
七
本
足
の
タ
コ
さ
え
食
べ
な
け
れ
ば
い
い

の
だ
か
ら
。
え
っ
、
丸
ご
と
出
て
こ
な
か
っ
た
ら
、

何
本
足
か
分
か
ら
な
い
っ
て
。
う
～
む
。 

 

大
丈
夫
。
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
の
話
で
、
今
の
タ

コ
は
進
化
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
。
そ
れ
に
タ
コ
の

名
誉
の
た
め
に
言
っ
て
お
く
と
、
タ
コ
は
動
物
の
中

で
も
有
数
の
知
能
の
持
ち
主
。
母
親
の
タ
コ
は
、
そ

れ
は
そ
れ
は
、
愛
情
深
い
子
育
て
を
す
る
の
で
す
。 

 

な
っ
、
な
に
っ
、
余
計
食
べ
た
く
な
く
な
っ
た
っ

て
！
う
～
む
～
。
逆
効
果
だ
っ
た
か
…
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
立
教
小
学
校
校
長 

田
代 

正
行
） 


