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暑
い
時
に
、
ふ
い
と
思
い
出
す
の
は 

猿  

簑 

さ
る
み
の

の
中
に
あ
る
「
夏
の
月
」
で

あ
る
。

　
　
　 

市  
中 

い
ち
な
か

は
物
の
に
ほ
ひ
や
夏
の
月
　
　
　
　
凡
兆

　
い
い
句
で
あ
る
。
感
覚
の
表
現
が
正
確
で
あ
る
。
私
は
漁
師
ま
ち
を
思
い

出
す
。
人
に
よ
っ
て
は
、
神
田
神
保
町
あ
た
り
を
思
い
浮
べ
た
り
、
あ
る
い

は
八
丁
堀
の
夜
店
な
ど
を
思
い
出
し
た
り
、
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う

が
、
何
を
思
い
浮
べ
た
っ
て
よ
い
。
自
分
の
過
去
の
或
る
夏
の
一
夜
が
、
あ

り
あ
り
と
よ
み
が
え
っ
て
来
る
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。

　
猿
簑
は
、  

凡    

兆  

ぼ
ん
ち
ょ
う

の
ひ
と
り
舞
台
だ
な
ん
て
い
う
人
さ
え
あ
る
く
ら
い

だ
が
、
ま
さ
か
、
そ
れ
ほ
ど
で
も
あ
る
ま
い
け
れ
ど
、
猿
簑
に
於
い
て
は
凡
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兆
の
佳
句
が
二
つ
三
つ
在
る
と
い
う
事
だ
け
は
、
た
し
か
な
よ
う
で
あ
る
。

「
市
中
は
物
の
に
ほ
ひ
や
夏
の
月
」
こ
れ
く
ら
い
の
佳
句
を
一
生
の
う
ち
に

三
つ
も
作
っ
た
ら
、
そ
れ
だ
け
で
、
そ
の
人
は
俳
諧
の
名
人
と
し
て
、
歴
史

に
残
る
か
も
知
れ
な
い
。
佳
句
と
い
う
も
の
は
少
い
。
こ
こ
ろ
み
に
夏
の
月

の
巻
を
し
ら
べ
て
み
て
も
、
へ
ん
な
句
が
、
ず
い
ぶ
ん
多
い
。

　
　
　
市
中
は
物
の
に
ほ
ひ
や
夏
の
月

　
芭
蕉
が
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、

　
　
　
　
あ
つ
し
あ
つ
し
と 
門  
々 

か
ど
か
ど

の
声

　
こ
れ
が
既
に
、
へ
ん
で
あ
る
。 
所  
謂 

い
わ
ゆ
る

、
つ
き
過
ぎ
て
い
る
。
前
句
の
説

明
に
堕
し
て
い
て
、
く
ど
い
。
蛇
足
的
な
説
明
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
ん

な
も
の
だ
。
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古
池
や
蛙
か
わ
ずと
び
こ
む
水
の
音

　
　
　
　
音
の
聞
え
て
な
ほ
静
か
な
り

　
こ
れ
程
ひ
ど
く
も
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
蛇
足
的
註
釈
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
点
で
は
同
罪
で
あ
る
。
御
師
匠
も
、
ま
ず
い
附
け
か
た
を
し
た
も
の

だ
。
つ
き
過
ぎ
て
も
い
か
ん
、
た
だ
面
影
に
し
て
附
く
べ
し
、
な
ん
て
い
つ

も
弟
子
た
ち
に
教
え
て
い
る
癖
に
御
師
匠
自
身
も
時
に
は
、
こ
ん
な
大
失
敗

を
や
ら
か
す
。
附
き
も
附
い
た
り
、
べ
た
附
き
だ
。
凡
兆
の
名
句
に
、
師
匠

が
歴
然
と
敗
北
し
て
い
る
。
手
も
足
も
出
な
い
と
い
う
情
況
だ
。
あ
つ
し
あ

つ
し
と
門
々
の
声
。
前
句
で
既
に
、
わ
か
り
切
っ
て
い
る
事
だ
。
芸
の
無
い

事
、
お
び
た
だ
し
い
。
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、

　
　
　
二
番
草
取
り
も
果
さ
ず
穂
に
出いで
て
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去  

来 
き
ょ
ら
い

だ
。
苦
笑
を
禁
じ
得
な
い
。
さ
ぞ
や
苦
労
を
し
て
作
り
出
し
た
句

で
あ
ろ
う
。
去
来
は
真ま
面じ
目め
な
人
で
あ
る
。
し
ゃ
れ
た
人
で
は
な
い
。
け
れ

ど
も
、
野や
暮ぼ
な
人
は
、
と
か
く
、
し
ゃ
れ
た
事
を
し
て
み
た
が
る
も
の
で
あ

る
。
器
用
、
奇
智
に
あ
こ
が
れ
る
の
で
あ
る
。
野
暮
な
人
は
、
野
暮
の
ま
ま

の
句
を
作
る
べ
き
だ
。
そ
の
時
に
は
、
器
用
、
奇
智
な
ど
の
輩
の
と
て
も
及

ば
ぬ
立
派
な
句
が
出
来
る
も
の
だ
。

　
　
　
湖
の
水
ま
さ
り
け
り
五
月
雨

　
去
来
の
傑
作
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
真
面
目
に
、
お
っ
と
り
と
作
る
と
実

に
い
い
の
だ
が
、
器
用
ぶ
っ
た
り
な
ん
か
し
て
妙
な
工
夫
な
ん
か
す
る
と
、

目
も
あ
て
ら
れ
ぬ
。
さ
ん
た
ん
た
る
も
の
で
あ
る
。
去
来
は
、
そ
の
悲
惨
に

気
が
つ
か
ず
、
か
え
っ
て
し
た
り
顔
な
ど
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
い
よ
い
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よ
手
が
つ
け
ら
れ
な
く
な
る
。
た
だ
、
た
だ
、
可
愛
い
と
い
う
よ
り
他
は
無

い
。
芭
蕉
も
、
あ
き
ら
め
て
、
去
来
を
一
ば
ん
愛
し
た
。
二
番
草
取
り
も
果

さ
ず
穂
に
出
て
。
面
白
く
な
い
句
だ
。
な
ん
と
い
う
事
も
な
い
。
こ
れ
で
も

ず
い
ぶ
ん
工
夫
し
た
句
に
ち
が
い
な
い
。
二
番
草
取
り
も
果
さ
ず
穂
に
出
て
。

ど
う
も
面
白
く
な
い
。
二
番
草
、
こ
こ
が
苦
労
し
た
と
こ
ろ
だ
。
ど
う
で
す
。

ち
ょ
っ
と
し
た
趣
向
で
し
ょ
う
？
　
取
り
も
果
さ
ず
、
こ
の
言
い
廻
し
に
は

苦
労
し
ま
し
た
。
微
妙
な
と
こ
ろ
で
す
か
ら
ね
。
で
も
、
ま
あ
、
こ
れ
で
、

ど
う
や
ら
、
ナ
ン
テ
。
た
だ
、
た
だ
、
苦
笑
の
他
は
無
い
。
何
度
も
読
ん
で

い
る
う
ち
に
、
な
ん
だ
か
、
恥
ず
か
し
く
な
っ
て
来
る
。
去
来
さ
ん
、
ど
う

か
そ
の
「
趣
向
」
だ
け
は
、
や
め
て
下
さ
い
。

　
　
　
　
灰
打
た
た
く
う
る
め
一
枚
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凡
兆
が
、
そ
れ
に
続
け
る
。
わ
る
く
な
い
。
農
夫
の
姿
が
眼
前
に
浮
ぶ
。

け
れ
ど
も
、
少
し
気
取
り
す
ぎ
て
、
き
ざ
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ハ
イ
カ
ラ
す

ぎ
る
。
芭
蕉
が
続
け
て
、

　
　
　
此この
筋
は
銀かね
も
見
知
ら
ず
不
自
由
さ
よ

　
少
し
濁
っ
て
い
る
。
ご
ま
か
し
て
い
る
。
私
は
こ
の
句
を
、
農
夫
の
愚ぐ
痴ち

の
呟
つ
ぶ
やき
と
解
し
て
い
る
。
普
通
は
、
こ
の
句
を
「
田
舎
の
人
た
ち
は
銀
も
見

知
ら
ず
さ
ぞ
不
自
由
な
暮
し
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
工
合
い
に
よ
そ
の
人
が
、

田
舎
の
人
の
暮
し
を
傍
観
し
て
述
懐
し
た
も
の
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
よ
う

だ
が
、
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
実
に
、
つ
ま
ら
な
い
句
だ
。
「
此
筋
」
も
、
い
や

み
っ
た
ら
し
い
し
、
「
お
金
が
無
い
か
ら
不
自
由
だ
ろ
う
」
と
い
う
感
想
は
、

あ
ま
り
に
も
当
然
す
ぎ
た
話
で
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
に
近
い
。
「
此
筋
」
と
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い
う
言
葉
使
い
に
は
、
多
少
、
方
言
が
加
味
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

お
百
姓
の
言
葉
だ
。
う
る
め
の
灰
を
打
た
た
き
な
が
ら
「
此
筋
は
銀
も
見
知

ら
ず
不
自
由
さ
よ
」
と
、
ち
ょ
っ
と
自
嘲
を
含
め
た
愚
痴
を
も
ら
し
て
み
た

と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
此
筋
」
と
い
う
の
は
、
「
此
道
筋
と
云
わ
ん

が
如
し
」
と
幸
田
博
士
も
言
っ
て
居
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、

「
此
筋
」
は
「
お
ら
の
ほ
う
」
と
い
う
よ
う
な
地
理
的
な
言
葉
に
な
る
が
、

私
に
は
、
そ
れ
よ
り
も
「
お
ら
た
ち
」
あ
る
い
は
、
「
こ
の
程
」
「
当
節
」

と
い
う
よ
う
な
漠
然
た
る
軽
い
言
葉
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
い
ず

れ
に
も
せ
よ
、
い
い
句
で
は
な
い
。
主
観
客
観
の
別
が
、
あ
き
ら
か
で
な
い
。

「
雨
が
ザ
ア
ザ
ア
や
か
ま
し
く
降
っ
て
い
た
が
私
に
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
」

と
い
う
よ
う
な
馬
鹿
な
文
章
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
は
っ
き
り
客
観
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の
句
だ
と
す
る
と
、
あ
ま
り
に
も
あ
た
り
ま
え
過
ぎ
て
呆あき
れ
る
ば
か
り
だ
し
、

村
人
の
呟
き
と
す
る
と
、
少
し
生
彩
も
出
て
来
る
け
れ
ど
、
す
る
と
ま
た
前

句
に
附
き
過
ぎ
る
。
こ
の
へ
ん
芭
蕉
も
、
凡
兆
に
や
ら
れ
て
、
ち
ょ
っ
と
厭い

気やけ
が
さ
し
て
来
た
の
か
、
ど
う
も
気
乗
り
が
し
な
い
よ
う
だ
。
芭
蕉
は
連
句

に
於
い
て
、
わ
が
ま
ま
を
す
る
事
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
ま
る
で
、
投
げ
て
し

ま
う
事
が
あ
る
。
浮
か
ぬ
気
持
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
知
ら
ず
に
、

た
だ
も
う
面
白
が
っ
て
下へ
手た
な
趣
向
を
こ
ら
し
て
い
る
の
は
去
来
で
あ
る
。

去
来
、
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、

　
　
　
　
た
だ
ど
ひ
や
う
し
に
長
き
脇
指

　
見
事
な
も
の
だ
。
滅
茶
苦
茶
だ
。
去
来
は
、
し
す
ま
し
た
り
、
と
内
心
ひ

と
り
、
ほ
く
ほ
く
だ
ろ
う
が
、
他
の
人
は
驚
い
た
ろ
う
。
ま
さ
に
奇
想
天
外
、
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暗
闇
か
ら
牛
で
あ
る
。
仕
末
し
ま
つ
に
困
る
。
芭
蕉
も
凡
兆
も
、
あ
と
を
つ
づ
け
る

の
が
、
も
う
、
い
や
に
な
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
と
も
知
ら
ず
、
去
来
ひ
と
り
は

得
意
で
あ
る
。
草
取
り
か
ら
一
転
し
て
、
長
き
脇
指
が
あ
ら
わ
れ
た
。
着
想

の
妙
、
仰
天
す
る
ば
か
り
だ
。
ぶ
ち
こ
わ
し
で
あ
る
。
破
天
荒
で
あ
る
。
こ

の
一
句
が
あ
ら
わ
れ
た
ば
か
り
に
、
あ
と
、
ダ
メ
に
な
っ
た
。
つ
づ
け
様
が

無
い
の
で
あ
る
。
去
来
ひ
と
り
は
意
気
天
を
つ
か
ん
ば
か
り
の
勢
い
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
師
の
芭
蕉
の
罪
で
も
あ
る
。
あ
い
ま
い
に
、
思
わ
せ
ぶ
り
の
句
を

作
る
の
で
、
そ
れ
に
続
け
る
去
来
も
、
い
き
お
い
、
こ
ん
な
事
に
な
っ
て
し

ま
う
の
だ
。
芭
蕉
に
は
、
少
し
意
地
悪
い
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て

来
る
。
去
来
を
、
い
じ
め
て
い
る
。
か
ら
か
っ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。

此
筋
は
銀
も
見
知
ら
ず
不
自
由
さ
よ
。
こ
の
句
を
渡
さ
れ
て
、
去
来
先
生
、
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大
い
に
ま
ご
つ
き
、
け
れ
ど
も
、
う
む
と
真
面
目
に
う
な
ず
き
、
た
だ
ど
ひ

や
う
し
に
長
き
脇
指
。
こ
の
間
の
両
者
の
心
理
、
目
に
見
え
る
よ
う
な
気
が

す
る
。
と
に
か
く
、
こ
の
長
脇
指
が
出
た
の
で
滅
茶
苦
茶
に
な
っ
た
。
凡
兆

は
笑
い
を
噛
み
殺
し
な
が
ら
、

　
　
　
草
む
ら
に
蛙
こ
は
が
る
夕
ま
ぐ
れ

　
と
附
け
た
。
あ
き
ら
か
に
駄
句
で
あ
る
。
猿
簑
の
凡
兆
の
句
に
は
一
つ
の

駄
句
も
な
い
、
す
べ
て
佳
句
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
人
も
あ
る
が
、
そ
ん

な
事
は
無
い
。
や
っ
ぱ
り
、
駄
句
の
ほ
う
が
多
い
。
佳
句
が
、
そ
ん
な
に
多

か
っ
た
ら
、
芭
蕉
も
凡
兆
の
弟
子
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
だ
っ
て
、
名

句
が
十
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
や
し
い
も
の
だ
。
俳
句
は
、
楽
焼
や
墨
流
し
に

似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
人
意
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
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だ
。
失
敗
作
が
百
あ
っ
て
、
や
っ
と
一
つ
の
成
功
作
が
出
来
る
。
出
来
た
ら
、

そ
れ
も
い
い
ほ
う
で
、
一
つ
も
出
来
ぬ
ほ
う
が
多
い
と
思
う
。
な
に
せ
、
十

七
文
字
な
の
だ
か
ら
。
草
む
ら
に
蛙
こ
は
が
る
夕
ま
ぐ
れ
。
下
品
で
は
な
い

が
安
直
す
ぎ
た
。
ほ
ん
の
お
つ
き
合
い
。
間
に
合
せ
だ
。

　
　
　
　
蕗ふき
の
芽
と
り
に
行
燈
あ
ん
ど
ゆ
り
け
す

　
芭
蕉
が
そ
れ
に
続
け
た
。
こ
れ
も
、
ほ
ん
の
お
つ
き
合
い
。
長
き
脇
指
に
、

そ
っ
ぽ
を
向
い
て
勝
手
に
作
っ
て
い
る
。
こ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
、
作
り
様

が
無
か
っ
た
ろ
う
。
と
に
か
く
、
長
き
脇
指
に
は  

驚    

愕  

き
ょ
う
が
く

し
た
。
「
行
燈

ゆ﹅
り﹅
け﹅
す﹅
」
と
い
う
描
写
は
流
石
さ
す
が
で
あ
る
。
長
き
脇
指
を
静
か
に
消
し
て
し

ま
っ
た
。
ま
ず
、
ま
ず
ど
う
に
か
長
き
脇
指
の
仕
末
が
つ
い
て
、
ほ
っ
と
し

た
途
端
に
、
去
来
先
生
、
ま
た
ま
た
第
三
の
巨
弾
を
放
っ
た
。
曰いわ
く
、
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道
心
の
お
こ
り
は
花
の
つ
ぼ
む
時

　
立
派
な
も
の
だ
。
も
っ
と
も
な
句
で
あ
る
。
し
か
し
、
ち
っ
と
も
面
白
く

な
い
。
先
日
、
或
る
中
年
の
ま
じ
め
な
男
が
、
私
に
自
作
の
俳
句
を
見
せ
て
、

そ
の
中
に
「
月
清
し
、
い
た
づ
ら
者
の
鏡
か
な
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ

れ
に
は
「
法
の
心
を
」
と
い
う
前
書
が
附
い
て
い
た
。
実
に
、
ど
う
に
も
名

句
で
あ
る
。
私
は
一
語
の
感
想
も
、
さ
し
は
さ
む
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
立

派
な
句
に
は
、
た
だ
、
恐
れ
入
る
ば
か
り
で
あ
る
。
凡
兆
も
流
石
に
不
機
嫌

に
な
っ
た
。
冷
酷
な
表
情
に
な
っ
て
、

　
　
　
　
能
登
の
七
尾
の
冬
は
住
憂
き

　
と
附
け
た
。
ま
っ
た
く
去
来
を
相
手
に
せ
ず
、
ぴ
し
ゃ
り
と
心
の
扉
を
閉

ざ
し
て
し
ま
っ
た
。
多
少
怒
っ
て
い
る
。
カ
チ
ン
と
堅
い
句
だ
。
石
こ
ろ
み
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た
い
な
句
で
あ
る
。
旋
律
な
く
修
辞
の
み
。

　
　
　
魚
の
骨
し
は
ぶ
る
ま
で
の
老おい
を
見
て

　
芭
蕉
が
そ
れ
に
続
け
る
。
い
よ
い
よ
黒
っ
ぽ
く
な
っ
た
。
一
座
の
空
気
が

陰
鬱
に
さ
え
な
っ
た
。
芭
蕉
も
不
機
嫌
、
理
窟
っ
ぽ
く
さ
え
な
っ
て
来
た
。

ど
う
も
気
持
が
は
ず
ま
な
い
。
あ
き
ら
か
に
去
来
の
「
道
心
の
お
こ
り
は
」

の
罪
で
あ
る
。
去
来
も
、
つ
ま
ら
な
い
こ
と
を
し
た
も
の
だ
。

　
さ
て
そ
れ
か
ら
、
二
十
五
句
ほ
ど
続
い
て
「
夏
の
月
の
巻
」
が
終
る
の
だ

が
、
佳
句
は
少
い
。

　
ち
ょ
う
ど
約
束
の
枚
数
に
達
し
た
か
ら
、
後
の
句
に
就
い
て
は
書
か
な
い

が
、
考
え
て
み
る
と
私
も
、
ず
い
ぶ
ん
思
い
あ
が
っ
た
乱
暴
な
事
を
書
い
た

も
の
で
あ
る
。
芭
蕉
、
凡
兆
、
去
来
、
す
べ
て
俳
句
の
名
人
と
し
て
歴
史
に
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残
っ
て
い
る
人
た
ち
で
は
な
い
か
。
夏
の
一
夜
の
気
ま
ぐ
れ
に
、
何
か
と
失

礼
に
、
か
ら
か
っ
た
り
し
て
、
そ
の
罪
は
軽
く
な
い
。
急
に
お
じ
け
づ
い
て
、

こ
の
一
文
に
題
し
て
曰
く
、
「
天
狗
」
。

　
夏
の
暑
さ
に
気
が
ふ
れ
て
、
筆
者
は
天
狗
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
ゆ
る
し

給
え
。

16天狗
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