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だ
よ
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梅
雨
の
時
期
に
入
り
ま
し
た
。
雨
の
日
が
続
き
ま
す
が
皆
様
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ

う
か
。 

雨
が
続
き
ま
す
が
、
お
か
げ
で
作
物
は
育
ち
、
す
ぐ
そ
こ
ま
で
来
て
い
る
夏
に
向
か
っ

て
、
た
く
さ
ん
の
水
分
を
蓄
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
先
日
子
供
が
散
歩
の
途
中
で
カ
タ
ツ

ム
リ
を
持
ち
帰
っ
て
き
ま
し
た
。「
つ
の
だ
せ 

や
り
だ
せ 

あ
た
ま
だ
せ
」
と
い
う
カ
タ

ツ
ム
リ
の
歌
の
と
お
り
、
殻
か
ら
頭
を
出
し
触
角
を
の
ば
す
姿
を
久
し
ぶ
り
に
観
察
す
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ゆ
っ
た
り
と
動
く
そ
の
姿
は
気
忙
し
い
人
間
社
会
と
は
全
く
の
別

物
で
、
き
っ
と
カ
タ
ツ
ム
リ
は
カ
タ
ツ
ム
リ
の
時
間
を
生
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

そ
の
姿
は
ま
る
で
こ
の
梅
雨
時
の
し
と
し
と
降
る
雨
に
ぴ
っ
た
り
寄
り
添
っ
て
い
る
よ

う
に
感
じ
ま
す
。 

ご
存
じ
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
こ
の
梅
雨
梅
雨
梅
雨
梅
雨
。。。。
梅
雨
の
漢
字
の
由
来
を

語
源
由
来
辞
典
な
ど
で
調
べ
て
み
ま
す
と
、
梅
雨
は
中
国
か
ら
梅
雨
（
ば
い
う
）
と
し
て

伝
わ
り
、
江
戸
時
代
頃
よ
り
（
つ
ゆ
）
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
両
方
の
名
が

残
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
中
国
で
は
黴
（
か
び
）
が
生
え
や
す
い
時
期
の
雨
と
い

う
意
味
で
、
元
々
「
黴
雨
（
ば
い
う
）
」
と
よ
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
語
感
が
悪
い
た
め
、

同
じ
「
ば
い
」
で
季
節
に
合
っ
た
「
梅
」
の
字
を
使
い
「
梅
雨
」
と
よ
ば
れ
た
と
い
う
説

や
、
「
梅
の
熟
す
時
期
の
雨
」
と
い
う
意
味
で
、
「
梅
雨
」
と
よ
ば
れ
た
説
。
こ
の
時
期
は

「
毎
」
日
の
よ
う
に
雨
が
降
る
か
ら
「
梅
」
と
い
う
字
が
あ
て
ら
れ
た
と
い
う
説
な
ど
。

日
本
で
梅
雨
（
つ
ゆ
）
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
由
来
も
、
「
露
（
つ
ゆ
）
」
と
考
え
る

説
や
、
梅
の
実
が
熟
し
潰
れ
る
時
期
か
ら
、「
潰
ゆ
（
つ
ゆ
）
」
と
す
る
説
も
あ
り
、
未
詳

部
分
が
多
い
。
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

「
梅
雨
」
の
雨
を
身
体
で
感
じ
、
雨
音
を
心
で
感
じ
、
そ
し
て
暑
い
夏
を
む
か
え
る
。

そ
の
暑
い
夏
を
夏
バ
テ
な
く
過
ご
す
た
め
に
梅
干
し
な
ど
で
体
調
管
理
す
る
。
す
っ
ぱ
い

梅
の
味
と
紫
蘇
の
香
り
を
感
じ
な
が
ら
人
は
人
の
梅
雨
の
過
ご
し
方
を
楽
し
み
、
今
年
も 

暑
く
な
り
そ
う
な
夏
を
皆
さ
ん
と
一
緒
に
乗
り
切
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

●●●●
今
月
今
月
今
月
今
月
の
こ
と
ば

の
こ
と
ば

の
こ
と
ば

の
こ
と
ば
●●●● 

今
回
は
曇
鸞
大
師
で
ご
ざ
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
教
え
は
、
七
高
僧
の
中
で
も
特
に
今

回
の
曇
鸞
大
師
と
後
で
出
て
く
る
善
導
大
師
の
お
二
人
の
教
え
が
根
幹
と
な
っ
て
い
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

曇
鸞
大
師
は
十
五
歳
以
前
に
五
台
山
で
出
家
さ
れ
、
四
論
・
仏
性
論
を
学
ば
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
病
気
に
な
ら
れ
健
康
を
保
つ
た
め
仙
経
を
授
か
り
ま
し
た
が
、
菩
提
流
支
三
蔵

に
出
会
い
浄
土
教
に
帰
依
さ
れ
ま
し
た
。
先
の
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
を
註
釈
し
て
、

『
往
生
論
註
』
を
著
し
「
自
力
他
力
」
を
説
か
れ
、
他
力
の
道
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

本
師
曇
鸞
梁
天
子
・
・
本
宗
の
祖
師
・
曇
鸞
大
師
は
、
中
国
・
梁梁梁梁
のののの
国
王
国
王
国
王
国
王
が
尊
敬
し
、
国

王
は 

常
行
鸞
処
菩
薩
礼
・
・
常
に
大
師
の
お
ら
れ
た
北
の
方
向
に
向
か
い
「
曇
鸞
菩
薩
」
と
礼

拝
さ
れ
た 

三
蔵
流
支
授
浄
教
・
・
菩
提
流
支
（
イ
ン
ド
の
仏
教
学
僧
）
か
ら
浄
土
教
の
経
典
を
授
け

ら
れ 

梵
焼
仙
経
帰
楽
邦
・
・
仙
経
を
焼
き
捨
て
（
梵
焼
）
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
教
え
に
帰
入
さ

れ
た 

天
親
菩
薩
論
註
解
・
・
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
を
註
解
し
て
解
説
書
『
往
生
論
註
』
を

書
か
れ
て 

報
土
因
果
顕
誓
願
・
・
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
因
も
果
も
如
来
の
誓
願
に
よ
る
と
示
さ
れ
た 

往
還
回
向
由
他
力
・
・
往
相
往
相
往
相
往
相
回
向
回
向
回
向
回
向
もももも
還
相
還
相
還
相
還
相
回
向
回
向
回
向
回
向
も
、
他
力
の
回
向
で
あ
る
と
示
さ
れ
た 

正
定
之
因
唯
信
心
・
・
お
浄
土
に
往
生
し
、
仏
と
な
る
べ
き
身
に
定
ま
る
の
は
信
心
一
つ

で
あ
る 

惑
染
凡
夫
信
心
発
・
・
ま
ど
い
で
汚
染
さ
れ
た
人
々
（
凡
夫
）
は
、
本
願
を
信
じ
さ
え
す

れ
ば 

証
知
生
死
即
涅
槃
・
・
生
死
の
迷
い
の
ま
ま
涅
槃
（
さ
と
り
）
で
あ
る
と
い
う
、
仏
果
を

う
る
身
に
な
り 



必
至
無
量
光
明
土
・
・
必
ず
、
は
か
り
な
い
光
明
の
お
浄
土
に
往
生
し
て
仏
と
な
り 

諸
有
衆
生
皆
普
化
・
・
迷
え
る
人
々
を
、
皆
す
み
ず
み
ま
で
救
う
と
い
わ
れ
た 

 

（
法
蔵
館
正
信
偈
も
の
知
り
帳
・
レ
ッ
ツ
正
信
偈
参
考
） 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

【
解 

説
】    

●●●●
梁梁梁梁
のののの
国
王
国
王
国
王
国
王
・
・
・
・
・
・
・
・
中
国
六
王
朝
の
梁
の
初
代
皇
帝
武
帝
の
こ
と
。 

●●●●
往
相
往
相
往
相
往
相
回
向
回
向
回
向
回
向
もももも
還
相
還
相
還
相
還
相
回
向
回
向
回
向
回
向
・
・
・
・
・
・
・
・
仏
教
で
は
自
力
回
向
と
他
力
回
向
が
あ
り
ま
す
。
回
向
と

は
差
し
向
け
る
・
与
え
る
と
い
う
意
味
で
、
自
力
回
向
は
自
分
の
行
い
を
死
人
や
神
・
仏

な
ど
に
差
し
向
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
他
力
回
向
は
阿
弥
陀
仏
か
ら
私
達
に
差
し
向
け
ら

れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
力
回
向
に
二
種
の
回
向
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
往
相
回
向
」

（
浄
土
に
往
生
す
る
す
が
た
）
と
「
還
相
回
向
」（
浄
土
よ
り
こ
の
世
に
還
り
人
々
を
救
う
）

で
あ
り
ま
す
。
お
浄
土
に
行
く
の
も
他
力
、
還
る
の
も
他
力
で
あ
り
、
す
べ
て
阿
弥
陀
仏

の
お
力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
曇
鸞
は
『
往
生
論
註
』
で
明
ら
か
に
さ
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
お
浄
土
か
ら
こ
の
世
に
還
り
と
は
、
親
鸞
聖
人
御
遺
言
「
一
人
で
い
る
と

き
は
二
人
と
思
え
、
二
人
で
い
る
と
き
は
三
人
と
思
え
、
そ
の
一
人
は
親
鸞
だ
」
で
示
さ

れ
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
い
つ
で
も
傍
に
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
亡
き
人
が
、

い
つ
で
も
傍
に
お
ら
れ
る
還
相
回
向
の
お
心
を
深
く
感
じ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

                 

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

①
六
月
二
十
六
日
（
土
）
十
八
時
半
よ
り
西
光
寺
本
堂
に
て
西
光
寺
役
員
会
を
行
い
ま
し

た
。
先
月
よ
り
皆
様
に
お
配
り
致
し
ま
し
た
伝
統
奉
告
法
要
懇
志
に
つ
い
て
各
垣
内
の
役

員
の
方
々
よ
り
懇
志
を
集
め
て
い
た
だ
き
こ
の
度
集
計
を
行
い
ま
し
た
。
皆
様
の
ご
協
力

の
も
と
お
か
げ
さ
ま
で
予
定
額
の
懇
志
に
な
り
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
役
員
一
同
感
謝
の
気

持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
総
代
様
・
役
員
の
皆
様
、
そ
し
て
す
べ
て
の
皆
様
に
感
謝
申

し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

な
お
懇
志
は
、
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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◆◆◆◆
七七七七
・・・・
八八八八
月月月月
のののの
行
事
行
事
行
事
行
事
◆◆◆◆    

・
八 

月 

十
五
日
（
月
） 

盂
蘭
盆
会
法
要

盂
蘭
盆
会
法
要

盂
蘭
盆
会
法
要

盂
蘭
盆
会
法
要    

 
 

 
 

 
 

 
 
    

午
後
六
時
～ 

西
光
寺
本
堂 

  

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

浄
土
真
宗
本
願
寺
派    

白
毫
山

白
毫
山

白
毫
山

白
毫
山    

西
光
寺

西
光
寺

西
光
寺

西
光
寺    

大
阪
府
茨
木
市
西
河
原
一
―
七
―
二 
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