
い
よ
い
よ
梅
雨
に
入
り
ま

し
た
。
気
温
湿
度
共
に
上
昇

し
、
過
ご
し
に
く
い
季
節
と

成
っ
て
参
り
ま
し
た
。
今
年

も
毎
年
恒
例
の
、
お
盆
の
先

祖
供
養
を
、
左
記
の
日
程
で

厳
修
致
し
ま
す
。
当
山
で
は
、

原
則
と
し
て
、
初
盆
の
お
宅

は
伺
う
若
し
く
は
、

お
寺
に
お
詣
り
に

来
て
頂
き
ま
す
が
、

お
盆
中
に
全
て
の

檀
家
の
ご
自

宅
を
一
軒
一

軒
回
る
と
い

う
こ
と
行
わ

な
い
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
一

〇
年
前
に
私

が
大
病
を
患
っ

た
事
、
先
代

が
高
齢
に
な

り
外
回
り
に

支
障
を
来
す

よ
う
に
な
っ

た
事
、
更
に
急
激
に
檀
信
徒

の
数
が
増
え
対
応
で
き
な
く

な
っ
た
事
、
以
上
の
点
か
ら

個
別
に
回
る
の
は
初
盆
を
迎

え
ら
れ
た
お
宅
だ
け
に
限
ら

せ
て
頂
く
よ
う
に
し
ま
し
た
。

こ
の
点
を
何
卒
、
ご
理
解
賜

り
ま
す
よ
う
に
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

「
お
施
餓
鬼
の
法
要
で
す
」

と
言
う
と
、
「
う
ち
の
先
祖

は
餓
鬼
じ
ゃ
あ
な
か
ば
い
！
」

と
言
わ
れ
る
事
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
言
う
餓
鬼
と
は
、
誰

も
供
養
を
し
て
く
れ
る
人
が

い
な
い
御
霊
の
事
を
言
い
ま

み

た

ま

す
。
誰
も
供
養
し
て
く
れ
な

い
御
霊
に
御
供
え
を
し
て
読

経
す
る
事
に
よ
っ
て
、
そ
の

功
徳
を
自
分
の
先
祖
の
供
養

に
回
し
向
け
る
の
で
す
。
そ

の
為
に
、
施
餓
鬼
法
要
の
時

は
「
三
界
万
霊
」
の
位
牌
を

さ
ん
が
い
ば
ん
れ
い

祀
り
、
山
海
の
珍
味
や
餓
鬼

飯
や
浄
水
、
沢
山
の
御
供
え

を
し
て
甘
露
の
門
を
開
く
真

言
を
唱
え
、
沢
山
の
僧
侶
で

法
要
を
営
み
ま
す
。
言
い
換

え
れ
ば
、
自
分
の
ご
先
祖
様

に
だ
け
供
養
を
し
て
お
け
ば
、

そ
れ
で
良
い
と
は
考
え
ず
、

供
養
を
し
て
く
れ
る
人
の
な

い
御
霊
も
全
て
幸
せ
で
、
安

み

た

ま

ら
か
に
い
て
く
れ
ま
す
よ
う

に
（
勿
論
、
自
分
の
ご
先
祖

も
含
め
て
）
お
祈
り
を
す
る

大
切
な
法
要
で
す
。

今
、
こ
の
時
生
き
て
い
る

我
々
も
同
様
で
す
。
自
分
や

自
分
の
所
だ
け
良
け
れ
ば
よ

い
と
は
考
え
ず
に
、
多
く
の

人
に
感
謝
す
る
、
先
祖
の
為

に
も
自
分
の
行
い
の
脚
下
を

あ
し
も
と

振
り
返
り
し
っ
か
り
善
業
を

積
み
追
善
す
る
事
が
大
事
で

す
。
で
は
、
脚
下
を
見
つ
め

あ
し
も
と

直
す
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う

い
う
事
で
し
ょ
う
？
足
り
て

い
る
筈
な
の
に
、
得
ら
れ
る

も
の
な
ら
、
ま
だ
欲
し
い
、

も
う
少
し
で
も
貰
い
た
い
と

思
っ
て
な
い
で
し
ょ
う
か

（
不
知
足
）
？
他
人
の
不
幸

は
蜜
の
味
と
ば
か
り
に
、
人

の
失
敗
を
望
ん
だ
り
、
自
分

だ
け
良
け
れ
ば
よ
い
と
は
思
っ

て
ま
せ
ん
か
？
み
ん
な
が
幸

せ
に
成
る
こ
と
で
自
分
も
幸

せ
に
な
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て

い
ま
せ
ん
か
？

先
祖
供
養
と
は
、
亡
く
な
っ

た
ご
先
祖
様
方
が
、
今
こ
の

世
界
に
生
き
て
い
る
我
々
に

対
し
て
「
き
ち
ん
と
努
力
し

て
、
ま
じ
め
に
、
そ
し
て
み

ん
な
の
幸
せ
の
為
に
生
き
る

こ
と
が
本
当
の
幸
せ
な
ん
だ

よ
」
と
教
え
て
く
れ
て
、

「
い
つ
も
、
み
ん
な
の
幸
せ

を
願
っ
て
見
守
っ
て
い
る
か

ら
ね
」
と
伝
え
て
く
れ
る
大

切
な
機
会
な
の
で
す
。

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と

い
っ
さ
い
し
ゅ
じ
ょ
う
し
つ
う
ぶ
っ
し
ょ
う

言
い
ま
す
。
生
き
て
い
る
も

の
は
全
て
仏
様
（
そ
う
な
れ

る
筈
）
な
の
で
す
。
し
か
し

怒
り
や
欲
望
、
無
知

即
ち

煩
悩
が
邪
魔
を
し
て
、
自
分

の
中
の
仏
様
に
出
逢
う
こ
と

が
出
来
な
い
だ
け
だ
と
い
う

の
が
道
元
禅
師
（
そ
し
て
お

釈
迦
様
）
の
出
発
点
で
す
。

供
養
を
す
る
心
と
機
会
を

持
っ
て
い
る
時
間
だ
け
で
も

自
分
の
中
の
仏
様
に
出
逢
い

た
い
も
の
で
す
。
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浄
国
寺

施
餓
鬼
法
要（
檀
信
徒
盆
供
養
）

の
お
知
ら
せ

浄
国
寺
夏
季
施
餓
鬼
法
要

日
時

平
成
二
十
二
年
七
月
三
日
（
土
）

午
前
十
一
時
よ
り

浄
国
寺
檀
信
徒
お
盆
先
祖
供
養

法
話

球
磨
村
一
勝
地

意
足
院
住
職

中
井

就
公

師

簡
単
な
弁
当
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

出
欠
及
び
人
数
を
同
封
の
葉
書
で
返
信
下
さ
い

お
施
餓
鬼
と
は



前
回
も
触
れ
ま
し
た
が
、
当

山
で
は
毎
週
木
曜
日
の
夜
八
時

か
ら
、
一
般
の
方
を
対
象
に
し

た
坐
禅
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

現
在
は
毎
週
五
〜
六
名
程
度

の
参
加
で
す
。
始
め
る
き
っ
か

け
は
、
先
代
住
職
が
鎮
西
高
校

の
教
諭
だ
っ
た
頃
、
野
球
部
長

に
頼
ま
れ
て
、
高
校
生
を
対
象

に
坐
禅
会
を
開
い
た
の
が
き
っ

か
け
で
す
。
そ
の
後
、
現
在
地

に
移
っ
て
も
週
に
一
度
の
坐
禅

会
は
続
け
、
宗
務
庁
に
も
認
可

参
禅
道
場
と
し
て
登
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
出
来
る
だ
け
、
一
般

の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
に
も
来

て
貰
い
た
い
と
い
う
考
え
か
ら

時
間
帯
を
夜
に
設
定
し
て
、
現

在
地
に
移
転
し
て
も
、
毎
週
継

続
し
て
、
も
う
四
十
年
以
上
続

い
て
い
ま
す
。

我
々
の
宗
派
は
曹
洞
宗
で
す
が
、

一
般
に
は
禅
宗
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
即
ち
、
そ
の
本
分
は
坐

禅
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
は
熊
日
生
涯
学
習
プ
ラ
ザ

で
、
今
年
一
〜
三
月
に
は
「
坐

禅
と
普
勧
坐
禅
儀
を
読
む
」
、

現
在
は
五
〜
七
月
で
「
坐
禅
と

修
証
義
を
読
む
」
と
い
う
講
座

で
講
師
を
さ
せ
て
貰
っ
て
い
ま

す
。
募
集
と
共
に
す
ぐ
に
定
員

一
杯
に
な
る
そ
う
で
す
。
皆
さ

ん
一
所
懸
命
に
学
ば
れ
て
い
ま

す
。何

の
為
に
坐
禅
を
す
る
の
か

熊
日
の
坐
禅
教
室
も
満
員
、

昨
年
鶴
屋
で
開
催
さ
れ
た
永
平

寺
展
で
の
体
験
坐
禅
コ
ー
ナ
ー

も
常
に
一
杯
の
状
態
で
し
た
。

当
山
の
坐
禅
会
も
、
一
度
坐
禅

が
し
て
み
た
い
と
訪
れ
る
方
が

沢
山
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
何

故
、
今
、
坐
禅
が
人
々
を
惹
き

つ
け
る
の
で
し
ょ
う
か
？
「
坐

禅
を
し
て
、
無
我
の
境
地
を
体

験
し
て
み
た
い
」
、
「
近
頃
、

落
ち
着
か
な
い
の
で
、
静
か
に

座
っ
て
精
神
修
養
を
し
た
い
」

「
お
前
は
、
修
業
が
足
ら
ん
と

言
わ
れ
る
の
で
、
坐
禅
で
も
す

れ
ば
少
し
は
良
く
な
る
だ
ろ
う
」

人
に
よ
っ
て
、
動
機
は
様
々
で

す
。
数
十
年
前
に
、
東
大
医
学

部
で
修
行
僧
の
坐
禅
時
の
脳
波

を
測
定
し
た
ら
、
大
変
良
い
状

態
の
波
形
が
出
た
と
い
う
報
告

も
あ
り
ま
し
た
。
近
年
の
脳
科

学
の
研
究
で
は
、
有
田
秀
穂
と

い
う
学
者
が
坐
禅
の
呼
吸
法
と

朝
の
日
光
が
（
僧
堂
で
は
、
曉

天
坐
禅
と
言
っ
て
夜
明
け
と
同

事
に
朝
食
前
に
起
き
た
ら
ま
ず

坐
禅
を
し
ま
す
）
、
脳
の
活
性

化
を
促
し
、
脳
内
物
質
の
セ
ロ

ト
ニ
ン
の
分
泌
の
状
況
が
非
常

に
良
く
な
る
と
実
証
し
、
ひ
き

こ
も
り
や
、
鬱
の
治
療
に
も
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
は
、
坐
禅
を
す
る
き
っ
か

け
は
何
で
も
良
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
人
が
、

心
の
安
ら
ぎ
を
得
て
、
毎
日
を

生
き
生
き
と
生
き
て
い
く
契
機

と
な
れ
ば
。
し
か
し
、
坐
禅
を

す
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
だ
け
は

伝
え
ま
す
。

道
元
禅
師
は
、
「
何
か
の
爲

に
坐
禅
を
す
る
の
は
正
し
い
坐

禅
で
は
な
い
。
悟
り
を
開
く
為

に
坐
禅
を
す
る
の
で
は
な
く
、

坐
禅
そ
の
も
の
が
悟
り
で
あ
り
、

坐
っ
て
い
る
姿
が
仏
の
姿
な
の

だ
」
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
目
的
と
手
段
と
を
分
け

て
考
え
な
い
と
い
う
事
で
す
。

私
た
ち
は
、
日
々
の
生
活
で
、

何
か
を
得
た
り
、
地
位
な
ど
を

目
指
し
た
り
し
て
、
ど
う
や
っ

た
ら
、
上
手
く
い
く
か
を
絶
え

ず
考
え
て
工
夫
努
力
を
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
曹
洞
禅
で
は
、

修
証
一
如
と
言
っ
て
修
（
修
行
）

と
証
（
覚
証
＝
悟
り
）
は
別
で

は
な
い
、
悟
る
為
に
坐
禅
を
す

る
の
で
は
な
く
、
修
行
と
悟
り

は
一
つ
で
あ
る
と
説
い
て
い
ま

す
。
坐
禅
が
悟
り
と
い
う
目
的

の
為
の
も
の
な
ら
、
誰
が
早
く

悟
り
に
行
き
着
く
か
、
ど
う
い

う
坐
禅
を
し
た
ら
上
手
く
悟
れ

る
か
を
、
ち
っ
ぽ
け
な
自
分
の

頭
で
こ
ね
く
り
回
す
こ
と
に
な

る
し
、
何
よ
り
、
そ
れ
で
は
、

ど
う
や
っ
た
ら
人
に
勝
っ
て
人

よ
り
上
手
く
沢
山
の
物
を
得
る

こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
世
間

一
般
の
日
常
（
こ
れ
を
娑
婆
＝

忍
土
＝
苦
を
忍
ぶ
場
所
と
言
い

ま
す
）
と
同
じ
で
す
。
「
何
の

為
に
も
な
ら
な
い
坐
禅
」
だ
か

ら
素
晴
ら
し
い
の
で
あ
り
、
そ

の
坐
禅
で
「
天
地
一
杯
に
自
分

が
存
在
し
て
い
る
事
、
生
き
て

い
る
よ
ろ
こ
び
」
を
感
じ
、
五

分
間
で
も
自
分
の
中
の
仏
様
に

出
会
え
れ
ば
、
そ
れ
が
一
番
肝

要
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
せ
っ

か
く

ご
縁
が
あ
り
、
浄
国
寺

に
足
を
運
ん
で
下
さ
る
檀
家
の

皆
様
に
も
、
少
し
で
も
坐
禅
に

触
れ
て
頂
け
れ
ば
い
い
な
あ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
是
非
、
坐
禅

会
に
も
足
を
運
ん
で
下
さ
い
。

毎
年
、
四
月
二
十
九
日
（
昭

和
の
日
）
は
、
活
人
形
師

松

本
喜
三
郎
翁
の
命
日
で
あ
り
、

そ
の
時
に
は
墓
前
祭
の
谷
汲
観

音
様
の
観
音
供
養
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。
翁
が
興
業
師
も
兼
ね

て
い
た
こ
と
に
因
み
、
本
堂
で

奉
納
音
楽
会
も
毎
年
行
っ
て
き

ま
し
た
。
参
加
者
は
、
喜
三
郎

顕
彰
会
の
方
か
ら
始
ま
っ
た
の

で
す
が
、
近
頃
は
近
隣
の
方
、

檀
家
の
皆
様
も
来
て
頂
け
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に

は
地
元
の
音
楽
関
係
者
も
お
ら

れ
、
お
寺
の
音
響
効
果
は
、
柔

ら
か
い
し
、
場
所
的
に
も
素
敵

だ
と
い
う
事
で
、
音
楽
会
の
会

場
と
し
て
使
用
の
申
し
出
も
増

え
ま
し
た
。
昨
年
九
月
の
ジ
ャ

ズ
の
鈴
木
良
雄
氏
（
今
年
一
月

日
本
ジ
ャ
ズ
界
で
権
威
の
あ
る

南
里
文
雄
賞
受
賞
さ
れ
ま
し
た
）

は
、
次
回
は
寺
の
都
合
に
合
わ

せ
て
メ
ン
バ
ー
を
厳
選
し
て
来

る
と
約
束
し
て
く
れ
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
ご
案
内
し
ま
す
の

で
、
皆
様
是
非
お
出
で
下
さ
い
。

2

浄
国
寺
坐
禅
会

定
例
木
曜
坐
禅
会

毎
週
木
曜
日

午
後
八
時
よ
り

当
山
本
堂
に
て

一
炷（
約
四
十
分
）坐
禅
を
し
て
、道
元
禅
師
の
著
述

に
関
す
る
話（
約
二
十
分
）

会
費
・会
則
一
切
な
し
、初
め
て
の
方
は
ご
連
絡
下
さ
い

浄
国
寺

音
楽
会

大
盛
況

最
後
に

こ
の
次
は
、
春
の
お
彼
岸
の
案
内

に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
ま
で

に
は
本
堂
の
床
の
張
り
替
え
を
済
ま

せ
新
た
な
集
い
の
場
と
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
次
回
は
、
「
何
故

私
が
僧
侶
に
な
っ
た
か
」
等
、
私
の

略
歴
な
ど
に
つ
い
て
も
書
か
せ
て
頂

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。


