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も
う
す
ぐ
六
月
も
終
わ
り
で
す
。
こ
の
六
月
、
別

な
言
い
方
が
あ
っ
て
「
水
無
月
」
と
も
言
い
ま
す
。 

 
梅
雨
で
雨
も
多
い
六
月
。
「
水
の
無
い
月
」
な
ん

て
い
う
言
い
方
は
変
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
実
は
、

「
み
な
づ
き
」
の
「
無
＝
な
」
は
当
て
字
で
、
昔
は

「
な
」
＝
「
の
」
だ
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
つ
ま
り 

水
無
月
は
「
水
の
月
」
の
こ
と
。
雨
の
多
い
六
月
が

「
水
の
月
＝
水
無
月
」
と
い
う
説
は
、
何
と
な
く
納

得
が
い
き
ま
す
。 

 
 

さ
て
、
近
頃
、
家
の
近
く
で
大
き
な
輪
が
飾
ら
れ

て
い
る
神
社
を
見
て
は
い
ま
せ
ん
か
。 

そ
れ
は
き
っ
と
、
六
月
三
十
日
に
行
わ
れ
る
「
夏

越
の
祓
＝
な
ご
し
の
は
ら
え
」
の
準
備
中
の
神
社
で

す
。
六
月
は
、
一
年
十
二
か
月
の
半
分
の
月
。
一
年

の
半
分
を
過
ご
し
た
と
こ
ろ
で
、
チ
ガ
ヤ
と
い
う
植

物
を
編
ん
で
作
っ
て
あ
る
大
き
な
輪
＝
「
茅
（
ち
）

の
輪
」
を
く
ぐ
る
儀
式
が
「
夏
越
の
祓
」
で
す
。
「
茅

の
輪
く
ぐ
り
」
を
す
る
こ
と
で
、
病
気
や
災
い
を
免

れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
、
本
格
的
な
夏
に
向
け

て
無
事
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
願
い
を
込
め
て
「
茅
の

輪
く
ぐ
り
」
を
す
る
の
だ
そ
う
で
す
。 

十
二
月
三
十
一
日
を「
年
越
し
」と
言
い
ま
す
ね
。

そ
の
半
分
の
六
月
三
十
日
が
「
夏
越
（
し
）
」
と
い

う
訳
で
す
。 

 

六
月
が
一
年
の
う
ち
の
半
分
と
い
う
の
は
、
何
と

な
く
分
か
り
ま
す
が
、
本
当
は
六
月
三
十
日
が
一
年

の
ピ
ッ
タ
リ
半
分
と
い
う
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

一
年
の
ピ
ッ
タ
リ
半
分
は
、
七
月
二
日
で
す
。
一

月
一
日
か
ら
七
月
一
日
ま
で
が
百
八
十
二
日
。
七
月

二
日
が
百
八
十
三
日
目
。
そ
の
後
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
百
八
十
二
日
あ
り
ま
す
。
ほ
ら
、
七
月
二
日
が

一
年
の
ど
真
ん
中
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た

か
。 

 

つ
い
で
に
言
う
と
、
七
月
二
日
の
お
昼
の
十
二
時

が
、
一
年
の
本
当
の
ど
真
ん
中
と
い
う
訳
で
す
。 

  

七
月
二
日
（
土
）
は
、
学
校
説
明
会
が
あ
る
登
校

日
で
す
。二
校
時
の
授
業
を
終
え
て
家
に
帰
り
着
き
、

お
昼
を
頂
く
頃
が
、
一
年
の
ど
真
ん
中
、
折
り
返
し

の
地
点
で
す
。
一
月
一
日
に
立
て
た
目
標
を
思
い
出

し
、
う
ま
く
い
っ
て
い
る
の
か
、
す
っ
か
り
目
標
を

忘
れ
て
い
た
の
か
振
り
返
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

 

順
調
に
進
ん
で
い
る
の
な
ら
そ
の
ま
ま
進
ん
で
く

だ
さ
い
。
「
ま
ず
い
な
…
。
」
と
、
感
じ
た
人
は
、

ま
だ
間
に
合
い
ま
す
。
折
り
返
し
地
点
か
ら
ペ
ー
ス

配
分
を
考
え
て
、
目
標
に
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
す
。「
も

う
半
分
」
で
は
な
く
、「
ま
だ
半
分
」
も
あ
り
ま
す
。

挽
回
は
十
分
に
可
能
で
す
。 

  

「
水
無
月
」
の
話
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
東
京
の
人

た
ち
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、

特
に
京
都
の
方
々
が
こ
の
時
期
に
食
べ
る
習
慣
の
あ

る
和
菓
子
も
「
水
無
月
」
と
言
い
ま
す
。
「
こ
れ
を

食
べ
な
い
と
本
格
的
な
夏
が
来
な
い
。
」
と
考
え
る

京
都
の
人
が
多
い
よ
う
で
、
京
都
が
本
店
の
和
菓
子

屋
さ
ん
で
、
今
週
な
ら
、
東
京
で
も
売
っ
て
い
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
水
無
月
」
で
す
。 

 
 

 
 

お
い
し
そ
う
で
し
ょ
。
三
角
形
の
白
の
う
い
ろ
う

を
氷
片
に
見
た
て
、
上
に
「
ま
め
＝
魔
滅
」
の
意
味

の
小
豆
を
乗
せ
た
お
菓
子
で
、
暑
気
払
い
と
魔
除
け

の
願
い
を
込
め
て
食
べ
て
い
た
よ
う
で
す
。
京
都
の

人
た
ち
は
、夏
越
の
祓
・
茅
の
輪
く
ぐ
り
を
終
え
て
、

家
に
帰
っ
て
か
ら
食
べ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

 
 

そ
の
昔
、
貴
族
の
人
た
ち
は
「
氷
室
」
と
呼
ば
れ

る
、
山
の
中
に
掘
っ
た
穴
の
中
な
ど
に
、
冬
場
、
氷

や
雪
を
詰
め
込
ん
で
保
存
し
て
い
ま
し
た
。 

 

旧
暦
の
六
月
、貴
族
た
ち
は
そ
の
氷
を
取
り
寄
せ
、

暑
気
払
い
を
し
て
い
ま
し
た
。 

 

「
氷
室
」
と
言
わ
れ
る
天
然
の
冷
蔵
庫
の
よ
う
な

所
に
、
夏
ま
で
保
管
し
て
い
た
氷
は
、
と
て
も
貴
重

で
、
当
然
庶
民
の
口
に
入
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
氷
が
手
に
入
ら
な
い
庶
民
は
、
知

恵
を
使
っ
て
、
三
角
形
の
白
の
う
い
ろ
う
を
氷
の
か

け
ら
に
見
立
て
、
小
豆
を
乗
せ
た
和
菓
子
の
「
水
無

月
」
で
暑
さ
を
乗
り
切
っ
て
い
た
と
い
う
訳
な
の
で

す
。 
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