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今
年
の
夏
は
、
何
と
い
う
か
汚
い
表
現
で
申
し
訳
な
い
の
だ
が
、
く

そ
っ
た
れ
の
よ
う
な
暑
さ
だ
っ
た
。 

 

そ
の
最
中
、
そ
ろ
そ
ろ
こ
の
暑
さ
も
下
り
坂
に
な
る
の
で
は
な
い
か

な
ど
と
、
は
か
な
い
望
み
を
抱
き
始
め
た
頃
、
東
京
の
知
人
か
ら
転
居

の
便
り
が
あ
っ
た
。 

 

経
緯
に
つ
い
て
は
、
い
つ
も
ど
お
り
一
切
触
れ
る
こ
と
な
し
に
、
港

区
赤
坂
に
転
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。 

「
ふ
む
、
な
る
ほ
ど
、
そ
う
か
」 

 

こ
ち
ら
の
反
応
と
し
て
は
、
ま
あ
そ
れ
く
ら
い
の
も
の
だ
。 

 

た
だ
、
転
居
先
が
赤
坂
と
い
う
こ
と
で
、
勝
海
舟
の
こ
と
を
思
い
出

し
た
。
赤
坂
と
い
え
ば
勝
海
舟
の
終
焉
の
地
な
の
だ
。 

 

そ
の
つ
い
で
に
、
以
前
読
ん
だ
半
藤
一
利
の
『
そ
れ
か
ら
の
海
舟
』

と
、
そ
の
と
き
に
覚
え
た
若
干
の
違
和
感
を
思
い
出
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
暇
だ
け
は
十
分
に
あ
る

の
で
、
そ
れ
に
飽
か
せ
て
、
再
度
目
を
通
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。 

 

と
り
あ
え
ず
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
、
目
に
つ
い
た
も
の
を
並
べ
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

西
国
の
片
田
舎
で
日
を
送
っ
て
い
る
身
と
し
て
は
、
の
っ
け
か
ら
始

ま
る
「
江
戸
っ
子
」
自
慢
は
い
た
だ
け
な
い
が
、
そ
れ
は
ま
あ
ご
愛
敬

と
し
て
目
を
つ
ぶ
ろ
う
。 

 

い
つ
だ
っ
た
か
、
ず
い
ぶ
ん
前
に
な
る
が
、
転
勤
し
て
き
た
上
司
が

や
た
ら
に
東
京
風
を
吹
か
せ
て
い
た
の
を
思
い
出
す
。
そ
れ
を
嫌
う
者

も
い
た
が
、
こ
ち
ら
は
別
に
何
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。 

あ
る
と
き
彼
が
土
産
に
持
っ
て
き
た
佃
煮
が
、
変
な
苦
み
も
な
く

と
て
も
う
ま
か
っ
た
の
で
、
店
名
を
訊
く
と
、
も
っ
た
い
ぶ
っ
て
教
え

よ
う
と
し
な
い
。
な
ん
だ
か
け
ち
く
さ
い
感
じ
が
し
た
。 

 

空
襲
か
ら
逃
れ
新
潟
へ
疎
開
し
た
こ
と
を
「
都
落
ち
」
と
表
現
す
る

よ
う
な
半
藤
の
「
江
戸
っ
子
」
自
慢
に
は
、
実
の
と
こ
ろ
自
ら
を
勝
海

舟
と
同
列
に
並
べ
た
い
と
の
思
惑
が
隠
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
、

な
ど
と
思
う
。 

 

〈
わ
た
く
し
が
「
官
軍
」
と
は
金
輪
際
い
わ
な
い
と
頑
張
っ
て
い
る
薩

長
を
主
力
と
す
る
「
西
軍
」
を
、
勝
っ
つ
ぁ
ん
は
ア
ッ
ケ
に
と
ら
れ
る

ほ
ど
あ
っ
さ
り
と
「
官
軍
」
と
書
い
て
い
る
〉
と
い
う
。 

 
こ
の
不
満
は
お
か
し
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
と
っ
く
に
機
能
不
全
に

陥
っ
て
い
る
江
戸
幕
府
は
朝
廷
に
政
権
を
返
還
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い

る
勝
海
舟
が
「
官
軍
」
と
呼
ぶ
の
は
当
然
だ
し
、
半
藤
も
勝
海
舟
の
考

え
を
そ
う
理
解
し
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
。 

 

続
け
て
、
話
を
面
白
く
す
る
た
め
か
、
「
錦
旗
」
の
創
作
に
つ
い
て
、
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い
か
に
も
大
変
な
悪
事
の
よ
う
に
言
う
が
、
も
し
勝
海
舟
が
そ
れ
を
知

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
く
ら
い
の
こ
と
は
自
分
で
も
考
え
る
と
、
鼻
で

あ
し
ら
わ
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
あ
た
り
の
半
藤
の
感
覚
が
ど
う
も
腑
に
落
ち
な
い
。
あ
る
い
は

編
集
者
上
が
り
の
な
せ
る
技
か
。 

 

つ
い
で
に
い
え
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
日
本
の
戦
い
を
半

藤
は
あ
っ
さ
り
と
「
太
平
洋
戦
争
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
彼
の
言
い
分

を
借
り
る
な
ら
こ
こ
は
「
大
東
亜
戦
争
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 

勝
海
舟
に
い
わ
せ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
ど
う
で
も
良
い
よ
う
な
こ
と
で

は
あ
る
が
。 

 
 

 

十
代
半
ば
で
終
戦
を
迎
え
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
後
民
主
主
義
」
を
謳
歌

し
た
で
あ
ろ
う
半
藤
が
、
近
代
日
本
史
を
振
り
返
っ
て
、
日
本
人
が
日

露
戦
争
以
後
〈
始
末
に
悪
い
夜
郎
自
大
の
民
族
に
な
っ
た
こ
と
は
た
し

か
で
あ
る
〉
と
言
い
、
そ
れ
に
比
較
し
て
〈
幕
末
そ
し
て
維
新
の
人
た

ち
の
何
と
謙
虚
で
あ
っ
た
こ
と
よ
〉
と
言
う
。 

 

お
い
お
い
ち
ょ
っ
と
待
て
よ
と
言
い
た
い
。 

 

お
よ
そ
ど
ん
な
時
代
に
も
い
ろ
ん
な
ヤ
ツ
が
い
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と

を
し
で
か
す
も
の
だ
。 

日
本
人
の
す
べ
て
が
一
時
に
「
夜
郎
自
大
」
に
な
っ
た
り
「
謙
虚
」

に
な
っ
た
り
す
る
訳
が
な
い
。
当
た
り
前
だ
。 

 

た
と
え
「
日
露
戦
争
以
後
」
で
も
、
「
謙
虚
」
で
あ
っ
た
り
他
に
善

行
を
施
し
た
り
し
た
例
は
数
多
い
。
ま
た
「
幕
末
そ
し
て
維
新
」
に
も
、

と
て
も
「
謙
虚
」
と
は
言
い
か
ね
る
人
物
は
登
場
す
る
。 

 

要
す
る
に
、
半
藤
は
「
日
露
戦
争
以
後
」
の
日
本
人
を
お
お
ま
か
に

ひ
と
く
く
り
に
し
て
「
夜
郎
自
大
」
と
批
判
し
、
比
較
の
対
象
に
な
ら

な
い
「
幕
末
そ
し
て
維
新
」
の
ご
く
一
部
の
人
間
を
「
謙
虚
」
と
持
ち

上
げ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
だ
。 

  

私
の
父
は
大
正
初
年
の
生
ま
れ
で
、
最
初
は
志
願
兵
と
し
て
海
軍
に

入
り
、
退
役
後
、
知
人
の
紹
介
に
よ
り
福
岡
で
職
を
得
て
い
た
が
、
緊

迫
化
す
る
時
勢
に
よ
っ
て
再
度
軍
務
に
着
く
こ
と
に
な
っ
た
。
終
戦
後

は
再
び
元
の
職
場
に
復
帰
し
て
い
る
。 

 

妻
の
伯
父
に
あ
た
る
人
は
お
そ
ら
く
昭
和
初
年
の
生
ま
れ
で
、
海
軍

の
神
風
特
別
攻
撃
隊
に
志
願
し
、
鹿
屋
で
訓
練
中
に
終
戦
を
迎
え
た
。

一
時
は
役
場
に
籍
を
置
い
た
が
、
ほ
ど
の
よ
い
と
こ
ろ
で
退
職
し
、
篤

農
家
と
し
て
生
を
終
え
た
。 

 

私
は
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
と
し
て
生
ま
れ
、
当
然
戦

争
と
の
直
接
的
な
関
わ
り
は
な
か
っ
た
が
、
た
ま
た
ま
遭
遇
し
た
七
〇

年
安
保
で
は
、
騒
動
の
内
と
外
で
思
想
家
や
政
治
家
に
つ
い
て
さ
ま
ざ

ま
な
観
察
を
す
る
機
会
を
得
た
。
つ
ま
り
一
般
世
間
並
の
人
間
だ
と
い

う
こ
と
だ
。 

 

父
は
、
戦
争
の
話
を
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
あ
る
と

き
「
ア
メ
リ
カ
の
戦
車
は
日
本
の
戦
車
よ
り
強
か
っ
た
の
か
」
と
尋
ね

ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。 

 

幼
い
頃
、
模
型
作
り
に
励
ん
だ
私
が
「
当
た
り
前
だ
」
と
応
え
る
と
、

た
だ
「
そ
う
か
」
と
言
っ
た
。
〈
海
軍
さ
ん
〉
の
戦
車
に
関
す
る
知
識

は
そ
れ
く
ら
い
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 
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ま
た
あ
る
と
き
、
岡
本
喜
八
の
『
日
本
の
い
ち
ば
ん
長
い
日
』
を
テ

レ
ビ
放
映
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
大
本
営
の
中
庭
で
将
校
た
ち
が
重

要
書
類
を
焼
却
し
て
い
る
場
面
が
あ
り
、
通
り
す
が
り
に
そ
れ
を
見
か

け
た
父
は
、
実
に
嫌
そ
う
な
表
情
を
浮
か
べ
た
。
そ
ん
な
表
情
を
見
せ

る
こ
と
な
ど
は
滅
多
に
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
今
で
も
は
っ
き
り
と

覚
え
て
い
る
。 

『
日
本
の
い
ち
ば
ん
長
い
日
』
の
原
作
者
は
半
藤
だ
っ
た
。 

 

世
代
論
風
に
い
う
と
、
厳
し
い
戦
争
の
実
際
を
体
験
し
た
父
と
、
綺

麗
に
死
ぬ
た
め
の
訓
練
を
し
た
伯
父
と
、
疎
開
か
ら
戻
り
米
軍
占
領
下

の
自
由
を
与
え
ら
れ
た
半
藤
と
、
そ
れ
ら
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
て
い
る
私

と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

  

福
沢
諭
吉
の
『
痩
我
慢
の
説
』
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
、
箔
付

け
の
気
持
ち
か
ら
か
、
小
泉
信
三
に
よ
る
勝
海
舟
批
判
を
引
用
し
て
い

る
。 

 

勝
海
舟
が
福
沢
諭
吉
に
対
し
て
〈
き
み
は
ま
だ
下
宿
屋
み
た
い
な
こ

と
を
や
っ
て
い
る
の
か
い
〉
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
〈
国
家
の
根

本
を
形
成
す
る
教
育
を
、
下
宿
屋
と
は
何
た
る
言
い
方
〉
だ
と
、
結
構

ム
キ
に
な
っ
て
述
べ
た
そ
う
だ
。 

 

小
泉
信
三
の
言
い
分
も
わ
か
ら
な
く
は
な
い
が
、
冷
静
に
見
て
み
る

と
、
私
学
教
育
の
あ
り
方
と
は
入
学
金
や
授
業
料
な
ど
の
お
金
を
学
生

か
ら
取
っ
て
建
物
な
ど
の
提
供
を
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
、

〈
下
宿
屋
み
た
い
な
こ
と
〉
と
言
っ
て
間
違
い
で
は
な
い
。 

 

自
ら
が
属
す
る
大
学
と
学
問
へ
の
愛
情
が
現
れ
て
い
る
発
言
だ
と
し

て
も
、
「
大
学
全
入
時
代
」
を
迎
え
た
現
在
に
お
い
て
、
胸
を
張
っ
て

そ
う
言
い
切
れ
る
大
学
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
。
彼
の
大
学
は
と

も
か
く
と
し
て
。 

 

物
事
の
本
質
を
直
接
見
抜
い
て
言
い
表
す
の
が
得
意
な
、
と
い
う
か
、

そ
う
い
う
癖
の
あ
る
勝
海
舟
と
し
て
は
、
別
に
け
な
す
つ
も
り
が
あ
っ

て
言
っ
た
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

  

半
藤
は
『
痩
我
慢
の
説
』
を
〈
そ
の
痩
我
慢
を
と
お
す
こ
と
で
日
本

全
土
を
西
欧
列
強
の
代
理
戦
争
に
投
じ
て
し
ま
う
こ
と
が
正
し
か
っ
た

か
〉
と
批
判
し
、
〈
華
々
し
く
て
見
栄
え
が
す
る
が
、
政
治
家
と
し
て

は
決
し
て
そ
う
い
う
も
の
で
は
あ
る
ま
い
〉
と
断
じ
る
。 

 

そ
の
う
え
で
、
日
露
戦
争
の
直
前
に
公
表
さ
れ
た
『
痩
我
慢
の
説
』

が
「
大
評
判
」
と
な
っ
て
〈
思
想
的
な
柔
弱
を
論
難
す
る
と
き
の
基
本

的
な
物
差
し
と
も
な
る
〉
と
い
う
。 

 

な
る
ほ
ど
、
そ
う
な
の
か
。
す
る
と
先
の
〈
始
末
に
悪
い
夜
郎
自
大

の
民
族
に
な
っ
た
〉
原
因
の
ひ
と
つ
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
か
。 

 

と
こ
ろ
が
、
話
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。 

 

な
ぜ
か
〈
戦
後
日
本
に
お
い
て
は
、
福
沢
諭
吉
が
民
主
主
義
の
開
祖

に
祭
り
上
げ
ら
れ
、
痩
我
慢
の
お
お
か
た
の
評
判
は
す
こ
ぶ
る
芳
し

い
〉
と
続
く
。 

 

こ
こ
か
ら
〈
話
を
さ
ら
に
拡
げ
〉
て
、
〈
現
今
の
日
本
〉
が
〈
こ
れ

ま
で
の
価
値
体
系
は
ご
破
算
と
な
り
、
社
会
秩
序
は
崩
壊
〉
し
て
〈
外

圧
を
ま
と
も
に
受
け
て
、
い
ま
や
国
家
意
識
・
民
族
意
識
の
統
一
高
揚

が
唱
え
ら
れ
て
い
る
〉
状
態
に
あ
る
と
す
る
。
半
藤
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
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が
〈
新
し
い
『
痩
我
慢
の
説
』
〉
だ
と
い
う
。 

 
福
沢
諭
吉
の
『
痩
我
慢
の
説
』
に
対
す
る
半
藤
の
評
価
は
、
い
わ
ば

「
真
っ
当
な
」
も
の
だ
と
思
う
が
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
一
歩
を

進
め
て
、
『
痩
我
慢
の
説
』
を
ふ
く
む
福
沢
諭
吉
の
言
説
が
、
時
の
言

論
人
、
一
般
人
、
軍
人
や
政
治
家
に
与
え
た
（
敗
戦
に
い
た
る
ま
で
の
）

影
響
を
述
べ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
っ
た
批
判
を
行
う
こ
と
が
〈
民
主
主
義
の
開

祖
〉
と
し
て
の
福
沢
諭
吉
像
を
傷
つ
け
る
と
し
て
、
半
藤
自
身
が
〈
お

お
か
た
〉
か
ら
非
難
さ
れ
る
結
果
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
。 

 

そ
ん
な
恐
れ
か
ら
〈
新
し
い
『
痩
我
慢
の
説
』
〉
な
る
も
の
を
付
け

加
え
た
よ
う
に
み
え
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
な
い
可
能
性
は
あ
る
。 

  

そ
の
う
ち
に
機
会
を
見
つ
け
て
、
赤
坂
を
訪
れ
て
み
よ
う
。 

   
 

 
 

 

時
鳥
不
如
帰
遂
に
蜀
魂 
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○
『
そ
れ
か
ら
の
海
舟
』
半
藤
一
利
（
ち
く
ま
文
庫
）
他
参
照 


