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今
年
も
早
や
半
年
が
経
ち
、
梅
雨
の
時
期
を
迎
え
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。 

長
雨
が
続
く
と
気
が
滅
入
り
が
ち
に
な
り
ま
す
が
、
六
月
に
降
る
雨
は
冬
の
冷
た

い
雨
と
は
違
っ
て
、
夏
の
匂
い
を
い
っ
ぱ
い
に
含
ん
で
地
面
に
潤
い
を
湛
え
て
い

る
よ
う
で
す
。 

 

そ
し
て
、
し
と
し
と
と
降
り
続
く
雨
を
楽
し
む
か
の
よ
う
に
、
か
た
つ
む
り
が

ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
と
進
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
の
姿
は
あ
ま
り
に
も
ゆ
っ
く
り
で
、

天
敵
か
ら
身
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
然
界
に
お
い
て
は
、
珍
し
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
か
た
つ
む
り
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
世
の
中
が
と
て

も
よ
く
見
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

何
事
も
早
い
の
が
良
し
と
さ
れ
が
ち
な
傾
向
の
中
で
、
実
は
見
落
と
し
て
し
ま

っ
て
い
る
大
切
な
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
一
つ

に
は
、
自
分
を
見
つ
め
直
す
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。 

 

今
の
自
分
が
自
分
自
身
の
た
め
に
出
来
る
こ
と
、
誰
か
の
た
め
に
出
来
る
こ
と
、 

日
常
の
中
に
埋
も
れ
て
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
自
分
の
在
り
方
を
と
き
に
は
じ
っ

く
り
と
見
つ
め
直
す
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

か
た
つ
む
り
か
ら
見
る
と
、
常
に
何
か
に
追
わ
れ
が
ち
な
私
た
ち
は
滑
稽
に
さ

え
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
自
分
の
家
を
背
中
に
し
ょ
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
歩

く
か
た
つ
む
り
。
自
分
の
在
り
か
を
き
ち
ん
と
背
負
い
、
天
敵
に
追
わ
れ
て
も
慌

て
ず
急
が
ず
そ
の
身
を
預
け
、
時
に
は
私
た
ち
人
間
の
目
さ
え
癒
し
て
く
れ
る
そ

の
姿
に
は
、
学
ぶ
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。 

 

外
に
出
る
の
が
億
劫
に
な
る
こ
の
時
期
で
す
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
長
雨
の
し

っ
と
り
と
し
た
時
間
の
中
、
こ
れ
ま
で
の
半
年
の
自
分
を
振
り
返
り
、
こ
れ
か
ら

の
半
年
の
自
分
を
考
え
る
こ
と
の
出
来
る
、
良
い
機
会
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 
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今
月
今
月
今
月
今
月
の
こ
と
ば

の
こ
と
ば

の
こ
と
ば

の
こ
と
ば
●●●●    

雅
楽
雅
楽
雅
楽
雅
楽
とととと
本
願
寺

本
願
寺

本
願
寺

本
願
寺    

雅
楽
と
い
え
ば
、
皇
室
行
事
や
神
社
で
奏
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
の
方
が
多
い
と
思

い
ま
す
が
、
元
来
は
仏
教
文
化
と
深
い
つ
な
が
り
の
あ
る
音
楽
で
あ
り
、
古
来
よ

り
奏
さ
れ
て
い
ま
す
。 

日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
て
、
そ
れ
を
仏
教
普
及
に
熱
心
で
あ
っ
た
聖
徳
太
子
が

国
内
に
広
め
る
た
め
に
音
楽
が
必
要
と
考
え
取
り
入
れ
た
の
が
、
仏
教
と
の
縁
の

始
ま
り
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
節
を
つ
け
て
唱
え
る
声
明
と
併

せ
て
雅
楽
文
化
を
形
成
し
発
展
し
て
き
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
仏
教
と
関
わ
り
の
深
い
雅
楽
で
す
が
、
本
願
寺
の
よ
う
に
、
法
要

の
作
法
の
中
に
雅
楽
の
音
色
が
聴
か
れ
る
例
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

歴
史
的
に
は
『
法
流
故
実
条
々
秘
録
』
に
「
御
堂
御
法
事
に
楽
初
リ
候
ハ
、
准

如
上
人
御
代
寛
永
三
年
丙
寅
春
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
本
願
寺
の
法
要
で
雅
楽
が

依
用
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
第
十
二
代
准
如
上
人
（
江
戸
初
期
）
で
あ
る
事
が
わ

か
り
ま
す
（
寛
永
二
年
を
最
初
と
す
る
記
録
も
存
在
す
る
）
。 

以
来
今
日
ま
で
、
本
願
寺
の
法
要
は
雅
楽
抜
き
で
は
語
る
事
の
で
き
な
い
も
の

と
な
り
、
ま
た
歴
代
宗
主
が
親
し
ま
れ
て
い
た
事
も
関
係
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。 

今
日
の
本
願
寺
で
は
、
報
恩
講
な
ど
の
各
種
法
要
に
お
い
て
、
結
衆
の
入
堂
時

や
登
礼
盤
な
ど
の
作
法
の
折
に
、
雅
楽
の
古
典
曲
が
演
奏
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
声

明
を
お
勤
め
す
る
際
に
も
、
付
楽
が
演
奏
さ
れ
る
な
ど
、
雅
楽
の
音
色
が
法
要
の

厳
か
な
雰
囲
気
を
作
り
上
げ
て
い
ま
す
。 

本
願
寺
で
用
い
ら
れ
る
も
の
は
、
三
つ
の
管
楽
器
と
三
つ
の
打
楽
器
が
あ
り
ま

す
。
三
つ
の
管
楽
器
は
、
龍
笛
・
篳
篥
・
笙
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

龍
り
ゅ
う

笛て
き

（
竹
製
の
横
笛
。
由
来
は
、
音
色
が
龍
の
泣
き
声
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
） 

篳
篥

ひ
ち
り
き

（
龍
笛
と
同
じ
竹
製
の
縦
笛
） 

笙
し
ょ
う 

（
十
七
本
の
細
い
竹
を
縦
に
丸
く
並
べ
た
楽
器
で
、
そ
の
形
が
伝
説
の
鳥
・ 



鳳
凰
の
翼
を
立
て
た
姿
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳳
笙
と
も
呼
ば
れ
る
。
） 

そ
し
て
、
三
つ
の
打
楽
器
は
鞨
鼓

か

っ

こ

・
太
鼓

た

い

こ

・
鉦
鼓

し

ょ

う

こ

と
呼
ぶ
打
ち
物
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
雅
楽
は
、
日
本
の
伝
統
音
楽
の
中
で
も
、
数
少
な
い
、
そ
し
て
最

も
歴
史
が
長
い
、
器
楽
合
奏
の
形
態
を
と
る
音
楽
で
あ
り
ま
す
。
西
洋
音
楽
で
い

え
ば
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
が
、
一
番
の
大
き
な
違
い

は
、
指
揮
者
が
い
な
い
事
で
し
ょ
う
。
演
奏
者
同
士
が
息
を
合
わ
せ
な
が
ら
、
音

楽
を
つ
く
る
、
そ
の
合
奏
の
妙
技
こ
そ
が
、
雅
楽
の
聴
き
ど
こ
ろ
で
し
ょ
う
。 

（
本
願
寺
新
報 

雅
楽
と
本
願
寺
よ
り
） 

 

皆
様
も
ぜ
ひ
本
願
寺
で
の
法
要
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
凛
と
は
り
つ
め
た
御
堂

の
空
気
を
あ
じ
わ
い
な
が
ら
、
お
浄
土
の
響
き
・
雅
楽
の
音
色
を
聴
か
せ
て
頂
き

ま
し
ょ
う
。
私
も
本
願
寺
の
報
恩
講
に
楽
人
と
し
て
参
加
で
き
る
よ
う
日
々
精
進

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

◆
先
月
先
月
先
月
先
月
のののの
報
告
報
告
報
告
報
告
◆◆◆◆ 

①
五
月
十
二
日
（
日
）
午
後
七
時
よ
り
西
光
寺
講
総
会
を
西
光
寺
本
堂
に
て
行
い

ま
し
た
。
二
十
五
名
の
講
員
の
皆
様
と
讃
佛
偈
の
お
勤
め
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、 

平
成
二
十
五
年
度
の
役
員
表
の
説
明
、
行
事
報
告
、
平
成
二
十
四
年
度
会
計
報
告

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

新
た
な
議
題
で
あ
る
「
葬
儀
に
関
す
る
申
し
合
わ
せ
」
に
つ
い
て
皆
様
と
議
論

を
重
ね
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
ま
で
は
西
河
原
自
治
会
と
し
て
葬
儀
法
礼

を
決
定
さ
れ
、
平
成
九
年
に
改
訂
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
自
治
会
の
運
営
も
新
し

い
方
々
が
参
加
さ
れ
近
隣
寺
院
と
の
兼
ね
合
い
も
考
慮
し
、
こ
の
度
新
た
に
自
治

会
で
は
な
く
西
光
寺
講
と
し
て
平
成
二
十
五
年
五
月
よ
り
新
た
に
「
葬
儀
に
関
す

る
申
し
合
わ
せ
」
を
作
成
さ
せ
て
い
た
だ
き
講
員
皆
様
の
賛
同
を
頂
き
ま
し
た
の

で
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
六
月
に
は
皆
様
に
配
布
致
し
ま
す
。 

そ
し
て
平
成
二
十
五
年
度
の
新
た
な
役
員
の
皆
様
、
新
た
な
役
職
を
お
引
き
受

け
下
さ
っ
た
皆
様
ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら
も
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
そ
し
て
前
講

長
・
前
住
職
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
す
ぐ
に
講
長
を
引
き
受
け
て
下
さ
り
、
講
員
は

も
ち
ろ
ん
西
光
寺
を
こ
こ
ま
で
引
っ
張
っ
て
下
さ
っ
た
寺
田
一
雄
様
、
本
当
に
今

ま
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
相
談
役
と
し
て
そ
し
て
筆
頭
総

代
と
し
て
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
今
年
度
よ
り
新
講
長
と
し
て

お
引
き
受
け
下
さ
っ
た
吉
田
紀
夫
様
、
こ
れ
か
ら
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。 

 ②
五
月
十
五
日
（
水
）
午
前
十
一
時
よ
り
西
光
寺
本
堂
に
て
毎
川
家
初
参
式
を
厳

修
致
し
ま
し
た
。
一
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
繋
が
っ
て
き
た
命
の
バ
ト
ン
が
こ
う
し

て
新
た
な
命
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
ご
縁
を
感
じ
な
が
ら
ご
家
族
皆
様
で
お
念

仏
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
お
焼
香
を
い
た
し
ま
し
た
。 

毎
川 

美
桜
ち
ゃ
ん
・
ご
家
族
の
皆
様
本
当
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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