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東
京
は
梅
雨
が
早
く
あ
け
、

い
よ
い
よ
夏
の
到
来
。

皆
様
は
い
か
が
お
過
ご
し

で
し
ょ
う
か
。

温
度
調
節
、
衣
類
や
寝
具

の
バ
ー
ジ
ョ
ン
チ
ェ
ン
ジ
な

ど
、
お
済
み
に
な
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

◎
さ
て
、
昨
今
は
「
働
き
方

改
革
」
と
い
う
言
葉
が
目
や

耳
に
入
っ
て
き
ま
す
が
、
わ

が
身
は
、
目
の
前
の
や
る
べ

き
こ
と
が
な
か
な
か
減
ら
な

い
と
い
う
現
実
。

仕
事
を
減
ら
す
つ
も
り
な

の
に
、
な
ぜ
か
仕
事
が
増
え

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な

り
が
ち
。
い
つ
の
ま
に
か
、

「
忙
し
い
」
が
口
癖
に
な
っ

て
い
る
自
分
に
喝
を
入
れ
る

日
が
続
き
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、「
忙
」
と
い
う

文
字
の
意
味
は
、

「
あ
れ
こ
れ
と
追
わ
れ
て

心
が
ま
と
も
に
存
在
し
な
い

状
態
、
つ
ま
り
、
落
ち
着
か

な
い
気
持
ち
に
な
る
こ
と
」

と
あ
り
ま
す
。
（「
漢
字
源
」

に
よ
る
）

◎
心
が
ま
と
も
に
存
在
し
な

い
と
は
、
恐
ろ
し
い
こ
と
で

す
ね
。
自
分
が
頑
張
っ
て
い

る
つ
も
り
で
も
、
大
事
な
こ

と
に
気
が
つ
か
な
い
こ
と
が

確
か
に
あ
り
ま
す
。

あ
る
日
、
通
勤
途
中
に
、

あ
る
お
宅
の
朝
顔
が
目
に
入

り
ま
し
た
。
朝
の
光
を
浴
び

て
、
と
て
も
元
気
に
輝
い
て

見
え
ま
す
。
少
し
歩
み
を
止

め
、
ゆ
っ
く
り
眺
め
、
そ
し

て
元
気
を
も
ら
い
ま
し
た
。

ふ
と
、
な
く
し
た
心
を
少

し
取
り
戻
し
た
よ
う
な
気
が

し
て
、
ふ
っ
と
息
を
吐
き
ま

し
た
。

皆
様
の
場
合
は
「
忙
」
で

は
な
く
て
「
望
」
、
希
望
の

「
望
」
で
し
ょ
う
か
。
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「
お
盆
」
と
い
う
行
事
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
風
景
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。 

帰
省
、
お
墓
参
り
、
お
祭
り
、
盆
踊
り
。 

お
盆
に
は
、
そ
の
地
方
に
な
じ
ん
だ
さ

ま
ざ
ま
な
風
景
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 ■

三
日
間
、
踊
り
続
け
る 

今
回
は
、
お
盆
の
風
景
と
し
て
、「
お
わ

ら
風
の
盆
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。 

「
お
わ
ら
風
の
盆
」
は
、
富
山
県
富
山

市
八
尾
地
区
で
九
月
一
日
か
ら
三
日
に
行

わ
れ
る
お
祭
り
で
す
。 

 

八
尾
地
区
は
富
山
県
と
岐
阜
県
の
県
境

に
あ
り
、
街
道
の
拠
点
と
し
て
交
易
や
養

蚕
で
栄
え
た
と
こ
ろ
。
い
ま
も
昔
な
が
ら

の
街
並
み
が
残
っ
て
い
ま
す
。 

三
味
線
、
胡
弓
、
太
鼓
の
伴
奏
、「
越
中

お
わ
ら
節
」
の
旋
律
に
の
っ
て
、
踊
り
手

が
優
美
な
踊
り
を
披
露
し
ま
す
。 

踊
り
手
は
、
編
み
笠
を
深
く
か
ぶ
り
、

男
性
は
黒
の
法
被
（
は
っ
ぴ
）
に
猿
股
、

黒
旅
姿
、女
性
は
浴
衣
に
白
足
袋
姿
で
す
。 

男
性
の
踊
り
は
農
作
業
を
表
し
、
女
性

の
踊
り
は
蛍
狩
り
を
表
す
そ
う
で
す
。 

「
旧
町
」
と
呼
ば
れ
る
十
一
の
町
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
で
お
祭
り
が
行
わ
れ
て

い
る
の
も
特
色
で
す
。 

郷
愁
を
誘
う
旋
律
に
、
さ
っ
そ
う
と
し

た
男
性
踊
り
、
た
お
や
か
な
女
性
踊
り
。 

 ■

五
穀
豊
穣
を
願
っ
て 

私
は
、
偶
然
、
テ
レ
ビ
で
こ
の
放
送
を

見
か
け
、
大
い
に
魅
了
さ
れ
ま
し
た
。 

「
風
の
盆
」
の
由
来
に
は
諸
説
あ
り
ま

す
が
、
元
禄
十
五
年
に
、
町
に
と
っ
て
好

ま
し
い
許
可
が
加
賀
藩
か
ら
下
さ
れ
た
こ

と
を
祝
っ
て
、
三
日
間
の
無
礼
講
（
ぶ
れ

い
こ
う
。
上
下
の
関
係
を
問
わ
な
い
）
と

い
う
こ
と
で
、
踊
り
続
け
て
祝
っ
た
、
と

も
い
わ
れ
ま
す
。
ま
た
一
説
に
、
台
風
シ

ー
ズ
ン
で
も
あ
り
、
風
よ
け
と
五
穀
豊
穣

（
ご
こ
く
ほ
う
じ
ょ
う
。
穀
物
が
豊
か
に

実
る
こ
と
）
を
願
っ
た
、
と
も
あ
り
ま
す
。 

 ■
 

美
し
い
踊
り
か
ら
は
、
自
然
や
ご
先
祖

様
へ
の
感
謝
や
、
平
安
を
喜
ぶ
気
持
ち
が

感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
整
っ
た
動
き
は
、

鍛
錬
に
よ
っ
て
の
み
生
ま
れ
る
、
抑
制
さ

れ
た
活
力
と
い
う
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
。 

 

地
域
を
結
び
、
見
る
も
の
を
魅
了
し
、

時
代
を
超
え
て
継
承
さ
れ
て
い
く
、
と
て

も
素
敵
な
お
祭
り
。
そ
う
い
う
文
化
を
持

つ
こ
と
に
誇
ら
し
さ
を
感
じ
ま
す
。 



お
粥
（か
ゆ
）の
効
用

衆
徒

浅
尾

理
昌

◆
修
行
僧
の
食
事

日
本
で
は
古
来
、
一
月
十
五
日
を
「
小

正
月
」
と
呼
び
、
こ
の
日
に
小
豆
粥
（
あ

ず
き
が
ゆ
）
を
食
べ
る
こ
と
で
邪
気
を
払

い
、
一
年
の
無
病
息
災
を
願
う
と
い
う
風

習
が
あ
り
ま
し
た
。
今
日
で
も
、
寺
や
神

社
、
さ
ら
に
は
一
部
の
地
域
で
は
、
こ
の

風
習
を
継
承
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
禅
寺
の
修
行
で
は
、
い
ま
も
朝

食
に
は
お
粥
を
い
た
だ
き
ま
す
。

修
行
僧
の
心
構
え
を
記
し
た
「
赴
粥
飯

法
（
ふ
し
ゅ
く
は
ん
ぽ
う
）
」
と
い
う
書
物

に
は
、
僧
堂
で
朝
食
の
粥
や
昼
食
の
飯
の

い
た
だ
く
作
法
な
ど
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

修
行
の
た
め
と
は
い
え
、
食
事
の
と
り
方

に
も
、
今
日
で
い
う
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
っ

た
の
で
す
。
食
に
は
快
楽
が
伴
い
ま
す
か

ら
、
修
行
す
る
身
の
者
が
、
浮
か
れ
た
気

持
ち
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
と
の
自
戒
を

促
す
目
的
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

◆
粥
の
功
徳

そ
の
中
に
「
粥
に
は
十
（
と
お
）
の
功

徳
が
あ
る
」
と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

➀
血
色
を
良
く
す
る
。
②
力
を
得
る
。

③
寿
命
を
延
ば
す
。
④
苦
痛
が
な
い
。
⑤

言
葉
が
は
っ
き
り
す
る
。
⑥
胸
の
つ
か
え

が
治
る
。
⑦
風
邪
が
治
る
。
⑧
空
腹
が
癒

え
る
。
⑨
喉
の
渇
き
が
消
え
る
。
⑩
大
小

の
便
の
通
じ
が
よ
く
な
る
。

現
代
の
栄
養
生
理
学
か
ら
す
る
と
、
過

大
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
が
、
厳
し
い
修
行
、
厳
し
い
自
然
環

境
に
身
を
置
く
修
行
僧
に
と
っ
て
は
、「
ゆ

る
く
」
て
温
か
い
お
粥
に
は
、
心
を
癒
す

心
理
的
、
身
体
的
な
効
果
が
大
き
か
っ
た

こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

◆
現
代
人
と
っ
て
の
お
粥

で
は
、
現
在
に
お
い
て
、
お
粥
に
は
ど

の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

虫
垂
炎
（
盲
腸
）
を
手
術
し
た
人
か
ら

聞
い
た
お
話
で
す
が
、
病
院
で
は
、
手
術

後
、
ゆ
る
い
お
粥
か
ら
始
ま
っ
て
、
少
し

ず
つ
常
食
（
普
通
の
食
事
）
に
戻
し
て
い

き
ま
す
。
い
よ
い
よ
退
院
と
い
う
と
き
に

は
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
が
出
た
り
す
る
。
し

か
し
、
そ
の
と
き
、
そ
の
方
は
、
ま
た
忙

し
い
「
シ
ャ
バ
」
に
戻
る
の
か
と
思
っ
て
、

む
し
ろ
お
粥
を
食
べ
続
け
た
い
、
と
一
瞬

思
っ
た
そ
う
で
す
。「
お
粥
に
こ
ん
な
に
癒

し
の
効
果
が
あ
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か

っ
た
で
す
よ
」

時
間
に
追
わ
れ
て
食
事
を
す
る
人
、
早

食
い
の
人
、
減
量
中
の
人
、
夕
食
が
遅
い

人
、
寒
い
季
節
、
病
気
の
と
き
な
ど
に
お

粥
を
と
る
こ
と
は
、
栄
養
補
給
と
い
う
よ

り
も
、
温
か
い
心
を
補
給
す
る
、
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
も
っ
と
活
用
し
て
も
よ

い
食
事
法
と
思
い
ま
す
。



「
お
盆
さ
ん
」
に
は
き
ゅ
う
り
の
一
品

毎
年
お
盆
さ
ん
の
頃
は
、
梅
雨
が
明
け

る
か
ど
う
か
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
蒸
し
暑

い
日
が
続
き
ま
す
。

汗
を
拭
き
な
が
ら
、
台
所
で
お
料
理
を

作
り
ま
す
が
、
や
は
り
、
さ
っ
ぱ
り
と
し

た
献
立
を
選
び
た
く
な
り
ま
す
。

そ
ん
な
と
き
に
は
、
キ
リ
ッ
と
し
た
酢

み
そ
和
え
で
、
い
つ
も
の
あ
え
衣
の
味
に

変
化
を
つ
け
る
よ
う
に
し
ま
す
。

き
ゅ
う
り
を
使
っ
て
、
お
盆
の
お
供
え

の
一
品
と
す
る
の
も
よ
い

で
し
ょ
う
。

酢
み
そ
は
冷
蔵
保
存
が

で
き
る
の
で
、
か
た
め
に
作

っ
て
保
存
し
て
お
き
、
使
う
た
び
に
お
酢

で
の
ば
し
て
使
い
ま
す
。
短
時
間
で
和
え

も
の
が
で
き
る
の
で
、
暑
い
頃
に
は
重
宝

な
一
品
で
す
。

◆
き
ゅ
う
り
と
春
雨
の
酢
み
そ
和
え

◎
作
り
方

①

酢
み
そ
を
作
る
。
小
さ
い
鍋
に
酢
、

砂
糖
、
み
り
ん
と
昆
布
出
汁
を
入
れ
、

よ
く
混
ぜ
る
。
弱
火
に
か
け
、
グ
ツ

グ
ツ
し
て
き
た
ら
、
１
分
ほ
ど
練
る
。

②

き
ゅ
う
り
は
厚
さ
２
㎜
の
輪
切
り
に

し
て
、
塩
を
振
る
。
５
分
く
ら
い
お

い
て
か
ら
、
よ
く
絞
る
。

③

春
雨
は
ゆ
で
て
３
㎝
に
切
り
、
水
を

よ
く
き
る
。

④

ボ
ー
ル
に
き
ゅ
う
り
と
春
雨
を
入
れ
、

よ
く
混
ぜ
る
。

⑤

器
に
盛
り
つ
け
て
、
上
か
ら
酢
み
そ

を
か
け
る
。

☆
シ
ソ
や
塩
昆
布
を
加
え
る
と
、
ひ

と
味
違
っ
た
和
え
も
の
に
。

赤
坂
寺
庵
（
て
ら
ん
）
精
進
料
理
教
室

http://akasaka-teran.net/ 

管
理
栄
養
士

浅
尾
昌
美

常
國
寺
だ
よ
り

編
集
者

浅
尾

妙
綾

発
行

真
宗
高
田
派
常
國
寺

材
料【

酢
み
そ
】

白
み
そ

５０
ｇ

砂
糖

大
さ
じ
１

み
り
ん

大
さ
じ
１

昆
布
出
汁

大
さ
じ
１

酢

小
さ
じ
１

き
ゅ
う
り

１
本

塩
少
々

春
雨

(
も
ど
し
て)

３０
ｇ

＊
和
辛
子
を
少
量
入
れ
る
と

か
ら
し
酢
み
そ
に
な
り
ま
す
。

春
夏
秋
冬
お
料
理
帳

http://akasaka-teran.net/
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