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五
月
の
爽
や
か
な
空
に
鯉
幟
が

泳
い
で
い
ま
す
。
小
さ
な
家
の

ベ
ラ
ン
ダ
で
…
。
大
き
な
農
家

の
庭
先
の
高
い
竿
を
し
な
ら
せ

て
…
。
わ
が
家
の
近
く
を
流
れ

る
財
田
川
の
河
川
敷
に
は
、
長

い
ロ
ー
プ
が
張
ら
れ
て
地
域
か

ら
持
ち
寄
ら
れ
た
大
小
さ
ま
ざ

ま
な
８
匹
が
…
。
貼
ら
れ
た
ロ
ー

プ
の
一
方
に
青
と
黄
色
の
ウ
ク

ラ
イ
ナ
の
国
旗
が
翻
っ
て
い
ま

し
た
。
「
わ
が
子
、
わ
が
孫
の
健
や
か
な
成
長

と
と
も
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
子
ど
も
た
ち
に
ミ
サ

イ
ル
が
飛
ば
な
い
空
を
！
家
族
で
平
和
な
日
々

が
送
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
▼
４
月
19
日
に
行
っ

た
9
条
の
会
の
「
9
の
日
の
宣
伝
」
で
私
は
、

「
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
」
の
『
読
者
の
広
場
』
掲
載

の
川
柳
を
紹
介
し
な
が
ら
訴
え
ま
し
た
。
“
言

論
の
自
由
殺
し
て
す
る
戦
争
”
か
ら
始
ま
り

、

「
プ
ー
チ
ン
の
一
人
戦
争
鉄
面
皮
／
逃
げ
惑
う

母
と
子
に
銃
ロ
シ
ア
兵
／
罪
の
な
い
子
ら
の
犠

牲
に
身
が
震
え
／
む
ご
過
ぎ
る
画
面
に
堪
え
か

ね
テ
レ
ビ
消
す
／
刻
々
と
核
戦
争
が
見
え
隠
れ

／
投
下
し
た
国
と
相
合
傘
の
国
／
ロ
シ
ア
語
の

行
使
も
肩
身
狭
く
な
り
／
大
好
き
な
ロ
シ
ア
民

謡
歌
え
な
い
／
Ｎ
Ｏ
Ｗ
Ａ
Ｒ
の
意
思
表
明
も
命

が
け
／
制
裁
の
ボ
デ
ィ
ー
ブ
ロ
ー
が
聞
き
始
め

／
核
兵
器
禁
止
条
約
松
地
球
」
と
、
私
の
解
説

を
ま
じ
え
な
が
ら
訴
え
ま
し
た
▼
さ
す
が
「
赤

旗
」
読
者
の
川
柳
で
す
。
そ
の
紹
介
だ
け
で
充

分
に
訴
え
は
伝
え
ら
れ
た
と
満
足
し
ま
し
た
。

最
後
に
“
ロ
シ
ア
へ
の
怒
り
聞
こ
え
て
く
る
紙

面
”
の
句
を
紹
介
し
て
。
「
ど
ん
な
形
で
も
い

い
“
ロ
シ
ア
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら
撤
退
を
”

“
国
際
条
約
を
ま
も
れ
”
の
意
思
を
地
域
か
ら

発
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
結
び
ま
し
た
。
こ

の
日
は
私
に
と
っ
て
も
晴
れ
晴
れ
と
し
た
一
日

と
な
り
ま
し
た
。

（
も
）

県
の
革
新
懇
と
国
民
救
援
会
、

安
保
破
棄
実
行
委
員
会
と
平
和
委

員
会
は
17
日
、
高
松
市
の
商
店
街

で
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略

に
抗
議
す
る
宣
伝
を
行
い
ま

し
た
。

40
人
が
参
加
。
参
加
者
は

ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
連
帯
す
る
国

旗
の
色
を
身
に
着
け
た
り
手

作
り
プ
ラ
ス
タ
ー
に
「
武
力

で
平
和
は
作
れ
な
い
」
な
ど

の
プ
ラ
ス
タ
ー
を
手
に
参
加

し
ま
し
た
。

保
険
医
協
会
や
県
労
連
な

ど
が
リ
レ
ー
ト
ー
ク
し
、
県

平
和
委
員
会
の
樫
昭
二
筆
頭

代
表
理
事
（
日
本
共
産
党
県

議
）
は
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領

の
核
兵
器
使
用
発
言
を
批
判
。

「
人
類
の
生
存
も
脅
か
す
こ

と
に
な
る
。
国
際
世
論
を
大

き
く
高
め
、
侵
略
止
め
よ
の

声
を
大
き
く
上
げ
よ
う
」
と

力
を
こ
め
ま
し
た
。

国
民
救
援
会
の
藤
田
茂
事
務
局

長
は
「
（
太
平
洋
戦
争
で
は
）
高

松
で
も
空
襲
が
あ
り
、
私
の
祖
父

も
防
火
用
水
の
あ
る
場
所
で
亡
く

な
っ
た
。
戦
争
で
は
市
民
が
犠
牲

に
な
る
」
、
民
医
連
の
大
西
和
子

会
長
は
「
い
の
ち
は
平
等
な
の
に
、

そ
の
中
で
た
く
さ
ん
の
命
が
な
く

な
っ
て
い
る
こ
と
に
憤
る
」
と
即

時
撤
退
を
求
め
ま
し
た
。
ウ
ク
ラ

イ
ナ
へ
の
募
金
に
応
じ
た
高
松
市

の
男
性
は
「
大
量
破
壊
兵
器
を
使

う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
し
、
す
ぐ

に
攻
撃
を
や
め
て
も
ら
い
た
い
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
回
り
に
反
戦
を
訴

え
て
い
き
た
い
」
と
話
し
ま
し
た
。

市
民
連
合
＠
か
が
わ
は
19
日
、

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
に
抗

議
す
る
朝
宣
伝
を
高
松
市
内
で
行

い
ま
し
た
。

琴
電
瓦
町
駅
前
で
は
、
日
本
共

産
党
の
石
田
ま
ゆ
参

院
選
挙
区
候
補
、
立

憲
民
主
党
の
吉
峰
幸

夫
市
議
、
新
社
会
党

の
井
角
操
県
本
部
委

員
長
、
み
ど
り
・
香

川
の
野
中
康
生
氏
、

香
川
１
０
０
０
人
委

員
会
の
小
島
正
雄
氏

が
リ
レ
ー
ト
ー
ク
。

参
加
者
は
駅
利
用
者

に
ビ
ラ
を
配
り
ま
し

た
。訴

え
で
は
、
ロ
シ

ア
を
非
難
す
る
と
と

も
に
、
日
本
で
の
改

憲
や
核
共
有
の
動
き

に
反
対
し
ま
し
た
。

石
田
氏
は
、
政
府
の
敵
基
地
攻
撃

能
力
や
改
憲
の
動
き
に
つ
い
て

「
九
条
を
生
か
し
た
外
交
を
。
軍

事
対
軍
事
で
は
軍
拡
競
争
に
発
展

す
る
。
「
侵
略
止
め
よ
」
の
国
際

世
論
を
広
げ
る
こ
と
が
九
条
を
持

つ
日
本
の
役
割
で
す
」
と
強
調
し

ま
し
た
。

井
角
氏
は

【
２
面
に
つ
づ
く
】

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
略
に
抗
議
す
る

革
新
懇･

国
民
救
援
会･

平
和
委
員
会
な
ど

市民連合が朝宣伝

語
り
合
お
う
「
侵
略
や
め
よ
」

「
一
人
の
被
害
者
の
後
ろ
に

は
同
じ
よ
う
に
苦
し
む
千
人

の
人
た
ち
が
い
る
」
と
私
は

肝
に
銘
じ
、
裁
判
で
も
国
会

で
も
「
被
害
あ
る
限
り
絶
対

に
諦
め
な
い
」
と
頑
張
っ
て

き
ま
し
た
。

憲
法
施
行
75
年
を
ふ
り
か

え
っ
て
大
切
だ
と
思
う
の
は
、

そ
う
し
た
闘
い
を
通
じ
て
個

人
の
尊
重
・
民
主
主
義
・
平

和
の
憲
法
が
空
気
の
よ
う
に

み
ん
な
の
も
の
に
な
り
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
不
平
等
に
「
も
う
沈

黙
し
な
い
」
と
噴
き
上
が
る

声
、
気
候
危
機
・

コ
ロ
ナ
危
機
か
ら

命
と
未
来
を
守
る

若
者
た
ち
の
力
が
、

日
本
社
会
を
激
動

さ
せ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

「
生
活
苦
や
生

き
づ
ら
さ
の
大
元

に
は
社
会
の
し
く

み
が
あ
る
。
力
を

合
わ
せ
て
変
え
よ

う
」
と
い
う
私
の

演
説
に
、
多
く
の

若
者
た
ち
が
声
を

か
け
て
く
れ
ま
す
。

話
し
て
み
る
と
真

剣
。
「
話
で
き
て

良
か
っ
た
で
す
」

「
自
信
が
持
て
た
」

と
笑
顔
が
広
が
り
、
「
お
互

い
頑
張
ろ
う
ね
ー
」
と
エ
ー

ル
を
交
換
す
る
機
会
が
ほ
ん

と
う
に
増
え
ま
し
た
。
嬉
し

い
で
す
ね
。

若
者
た
ち
は
「
ロ
シ
ア
は

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
や
め
よ
」

の
思
い
を
強
め
て
い
ま
す
。

今
な
お
「
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ

イ
ナ
・
ベ
ラ
ル
ー
シ
は
三
位

一
体
」
「
当
初
の
目
標
を
達

成
す
る
ま
で
軍
事
作
戦
を
続

け
る
」
な
ど
と
う
そ
ぶ
き
侵

略
を
や
め
よ
う
と
し
な
い
プ
ー

チ
ン
政
権
に
、
怒
り
で
身
体

が
震
え
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ

私
は
、
心
を
焙
ら
れ
る
よ
う

な
思
い
で
い
る
多
く
の
人
た

ち
と
い
っ
そ
う
力
強
く
語
り

合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

戦
争
に
勝
者
は
あ
り
ま
せ

ん
。
戦
争
は
政
治
の
敗
北
で

す
。
ど
ん
な
紛
争
も
絶
対
に

戦
争
に
だ
け
は
し
な
い
ー
国

連
憲
章
に
基
づ
く
平
和
秩
序

を
な
ん
と
し
て
も
取
り
戻
そ

う
。
大
き
な
声
を
上
げ
続
け

ま
し
ょ
う
。
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久
米
池
南
遺
跡
で
は
、
弥
生

時
代
の
中
期
後
半
＝
二
千
年
ば

か
り
前
、
お
よ
そ
百
年
間
、
山

の
上
で
の
生
活
を
続
け
た
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。

当
時
の
生

活
用
品
で
、
土
の
中
で
腐
ら
ず

に
残
る
も
の
は
石
で
作
っ
た
道

具
＝
石
器
か
、
土
器
が
ほ
と
ん

ど
全
て
。

こ
の
遺
跡
か
ら
出
た
石
器
は
、

石
鏃
（
せ
き
ぞ
く
）
が
多
か
っ

た
の
で
す
が
、
他
に
、
長
さ

15
㌢
、
幅
６
～
７
㌢
、
厚
さ

３
～
４
㌢
く
ら
い
の
細
長
い
河

原
石
の
一
方
の
端
を
、
根
気
よ

く
研
ぎ
出
し
て
刃
を
つ
け
た
、

太
形
蛤
刃
石
斧
（
ふ
と
が
た
は

ま
ぐ
り
ば
せ
き
ふ
）
と
い
う
石

斧
が
あ
り
ま
す
。
研
ぎ
出
し
た

刃
の
先
の
形
が
蛤
に
似
て
い
ま

す
が
重
く
て
、
柄
を
つ
け
て
立

木
を
切
り
倒
す
な
ど
の
道
具
で

し
た
。
丸
木
に
、
く
さ
び
の
よ

う
に
打
込
み
、
割
っ
て
板
に
す

る
に
も
使
い
ま
し
た
。
強
い
力

で
打
ち
下
す
の
で
、
見
つ
か
っ

た
も
の
は
殆
ど
刃
が
欠
け
る
か

半
分
に
折
れ
て
い
ま
す
。

他
に
、
長
さ
約
10
㌢
、
太

さ
３
㌢
角
く
ら
い
の
石
柱
の
片

方
を
斜
め
に
そ
ぎ
落
し
た
形
の

石
斧
も
あ
り
、
柱
状
片
刃
石
斧

（
ち
ゅ
う
じ
ょ
う
か
た
は
せ
き

ふ
）
と
い
い
ま
す
。
讃
岐
に
は

無
い
、
阿
波
の
青
石
に
似
た
石

を
使
っ
て
お
り
、
徳
島
か
ら
の

移
入
品
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
木
製
品
の
鋤
や
鍬
は
、
こ

れ
ら
石
器
を
使
っ
て
手
作
り
で

す
。
稲
の
穂
首
を
刈
り
取
る
石

包
丁
（
い
し
ぼ
う
ち
ょ
う
）
は
、

地
元
、
五
色
台
あ
た
り
の
カ
ン

カ
ン
石
で
造
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
稲
を
育
て
て
取

り
入
れ
た
後
、
貯
蔵
や
煮
炊
き
、

盛
り
分
け
た
り
す
る
容
器
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
壺
、

甕
、
高
坏
等
の
土
器
が
造
ら
れ

ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
素
焼
の
土

器
で
す
か
ら
、
壊
れ
や
す
く
次
々

作
ら
れ
、
壊
れ
て
家
の
外
れ
等

に
捨
て
ら
れ
ま
す
。
壺
や
高
坏

は
、
模
様
を
つ
け
た
り
磨
い
た

り
、
丁
寧
な
造
り
の
も
の
が
多

い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
甕
は
、

煮
炊
き
に
使
わ
れ
た
証
拠
に
、

真
っ
黒
な
煤
が
つ
い
た
ま
ま
出

土
す
る
例
も
あ
り
ま
す
。

久
米
池
南
遺
跡
の
ム
ラ
で
、

出
て
き
た
土
器
は
、
刷
毛
や
ス

ポ
ン
ジ
で
丁
寧
に
土
を
洗
い
落

し
、
完
全
に
乾
か
し
、
セ
メ
ダ

イ
ン
等
で
接
着
し
ま
す
。
破
片

の
足
り
な
い
部
分
は
、
石
膏
で

補
い
、
元
の
形
に
し
て
一
つ
一

つ
正
確
な
図
面
を
取
り
ま
す
。

繋
が
る
か
ど
う
か
分
ら
な
い
破

片
を
探
し
て
ピ
タ
リ
と
く
っ
つ

け
る
の
は
、
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル

以
上
に
根
気
の
い
る
仕
事
で
す
。

土
器
の
破
片
を
探
し
な
が
ら
つ

な
ぐ
作
業
の
中
で
面
白
い
事
に

気
づ
き
ま
し
た
。
土
器
の
表
面

は
削
っ
た
り
磨
い
た
り
、
壺
や

高
坏
に
は
模
様
も
つ
け
ま
す
が
、

土
器
の
内
側
は
手
で
触
っ
た
ま

ま
の
状
態
で
焼
か
れ
た
の
も
あ

り
ま
す
。

中
に
は
、
指
紋
が
は
っ
き
り

と
焼
き
つ
い
た
物
が
あ
る
の
で

す
。
初
め
て
そ
れ
を
見
つ
け
た

時
、
二
千
年
前
の
人
と
、
直
接

手
を
触
れ
あ
っ
た
よ
う
な
興
奮

を
覚
え
ま
し
た
。

指
紋
に
は
、
渦
巻
き
や
渦
が

流
れ
た
形
等
の
特
徴
が
あ
り
、

人
種
に
よ
っ
て
渦
巻
き
の
比
率

等
も
違
う
そ
う
で
す
。
指
紋
の

付
い
た
土
器
を
沢
山
集
め
て
調

べ
る
と
、
そ
れ
を
作
っ
た
人
の

ル
ー
ツ
を
探
る
手
掛
り
に
な
る

か
も
・
・
・
。

現
在
で
も
、
東
南
ア
ジ
ア
等

で
は
、
日
用
品
の
素
焼
き
の
土

器
を
作
る
地
方
が
あ
る
と
聞
き

ま
す
。
多
く
は
、
土
器
を
作
る

の
は
女
性
の
仕
事
と
決
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。
久
米
池
南
遺
跡

で
は
、
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

壺
を
仕
上
げ
る
と
き
、
片
方

の
手
を
中
へ
差
入
れ
て
支
え
、

も
う
一
方
の
手
で
表
面
を
磨
き

上
げ
ま
す
。
久
米
池
南
遺
跡
に

は
、
私
の
手
が
、
中
へ

入
ら
な
い
壺
が
、
幾
つ

か
あ
り
ま
し
た
。
女
性

に
試
し
て
貰
う
と
ス
ッ

と
入
り
ま
し
た
。
久
米

池
南
遺
跡
で
も
、
土
器

造
り
は
女
性
の
仕
事
だ
っ

た
よ
う
で
す
。

高
松
東
バ
イ
パ
ス
沿
い
の
遺
跡

55

川
添
地
区
Ⅳ

土
器
作
り
は
女
性
の
仕
事

末
光

甲
正

甑
（
こ
し
き
）
形
土
器
＝
蒸
し
器

‘南 風’にひ そうへい


