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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
梅
雨

の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
天
候
不

順
な
日
が
続
き
ま
す
。
コ
ロ
ナ
も

含
め
、
く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く
だ

さ
い
。

　

か
わ
ら
版
で
は
日
常
会
話
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
仏
教
用
語
を
ご

紹
介
し
て
い
ま
す
。
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
使
っ
て
い
る
仏
教
用

語
。
そ
れ
だ
け
日
本
人
の
生
活
に

溶
け
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

他
人
の
身
な
り
や
行
動
を
見
て

「
あ
の
人
は
上
品
ね
」
「
あ
の
人
は

下
品
だ
な
」
と
思
っ
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
何
気
な
く
使
っ
て

い
る
「
上
品
」
「
下
品
」
と
い
う
言

葉
で
す
が
、
実
は
こ
れ
も
仏
教
用

語
で
す
。

　

「
上
品
」
「
下
品
」
だ
け
で
は
な

く
実
は
「
中
品
」
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
仏
教
用
語
は
死
後
に
極

楽
浄
土
へ
行
く
時
に
意
味
を
も
つ

言
葉
で
す
。
仏
教
用
語
と
し
て
は

「
じ
ょ
う
ぼ
ん
」「
ち
ゅ
う
ぼ
ん
」「
げ

ぼ
ん
」
と
読
み
、
仏
教
の
「
九
品

（
く
ほ
ん
）
」
と
い
う
考
え
方
か
ら

来
た
言
葉
で
す
。

　

観
無
量
寿
経
で
は
往
生
の
仕
方

を
上
品
・
中
品
・
下
品
の
三
つ
に

分
け
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
を
上
生

（
じ
ょ
う
し
ょ
う
）
中
生
（
ち
ゅ
う

し
ょ
う
）
下
生
（
げ
し
ょ
う
）
に

細
分
化
。
合
計
九
つ
に
分
け
て
い

ま
す
。

　

つ
ま
り
、
上
か
ら
順
に
上
品
上

生
、
上
品
中
生
、
上
品
下
生
、
中

品
上
生
、
中
品
中
生
、
中
品
下
生
、

下
品
上
生
、
下
品
中
生
、
下
品
下

生
で
す
。

　

阿
弥
陀
仏
の
い
る
極
楽
浄
土
に

往
生
を
願
う
衆
生
（
人
々
）
を
生

前
の
生
き
方
に
応
じ
て
九
つ
に
分

け
、
こ
れ
を
「
九
品
」
と
称
し
ま

す
。
生
前
の
生
き
方
は
往
生
を
左

右
す
る
重
要
な
決
め
手
な
の
で
す
。

　

「
品
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

「
プ
ラ
カ
ー
ラ
」
が
原
語
で
「
同
じ

種
類
を
集
め
た
も
の
」
を
意
味
し

ま
す
。
仏
経
典
に
頻
出
す
る
仏
教

語
で
「
ほ
ん
」
と
読
み
ま
す
。

　

「
品
目
」
「
品
物
」
「
品
行
」
「
品

性
」
等
々
、
現
代
用
語
で
も
多
用

さ
れ
る
こ
れ
ら
の
単
語
は
全
て
仏

教
用
語
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
「
ほ
ん

も
く
」
「
ほ
ん
も
つ
」
「
ほ
ん
ぎ
ょ

う
」
「
ほ
ん
し
ょ
う
」
で
す
。

　

仏
教
は
差
別
、
区
別
は
し
な
い

慈
悲
と
博
愛
の
心
で
衆
生
を
導
い

て
く
れ
ま
す
が
、
だ
か
ら
と
言
っ

て
人
々
の
生
前
の
生
き
方
が
ど
う

で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
生
前
の
人
柄
や
言
動
が

亡
く
な
っ
た
後
の
往
生
に
関
わ
っ

て
く
る
こ
と
を
諭
し
ま
す
。
生
前

の
行
い
は
来
世
の
九
品
の
生
ま
れ

変
わ
り
に
も
影
響
し
ま
す
。

　

善
行
を
積
め
ば
上
品
上
生
の
極

楽
に
行
く
し
、
悪
事
を
は
た
ら
け

ば
下
品
下
生
の
地
獄
に
堕
ち
ま
す
。

こ
こ
か
ら
「
品
」
の
優
劣
を
表
現

す
る
言
葉
と
し
て
、
上
品
と
か
下

品
の
日
常
用
語
に
転
化
し
ま
し
た
。

　

「
中
品
」
と
聞
く
と
「
凡
人
」
の

よ
う
な
印
象
を
抱
き
ま
す
が
、
仏

経
典
で
は
「
中
品
上
生
」
は
戒
律

を
守
り
、
悪
業
を
行
わ
な
い
者
、「
中

品
中
生
」
は
戒
律
を
守
り
、
常
に

礼
儀
正
し
い
者
、
「
中
品
下
生
」
は

父
母
に
孝
行
し
、
世
間
に
対
し
て

仁
と
義
を
守
り
、
慈
し
み
の
心
を

実
行
す
る
者
と
あ
り
ま
す
。
「
中

品
」
を
実
践
す
る
の
も
大
変
そ
う

で
す
。

　

お
寺
に
あ
る
阿
弥
陀
如
来
像
を

見
る
と
、
必
ず
独
特
の
手
の
組
み

方
を
し
て
い
ま
す
。
手
の
形
で
「
印

（
い
ん
）
」
を
表
し
て
い
ま
す
。
人

間
が
亡
く
な
る
と
極
楽
浄
土
か
ら

阿
弥
陀
如
来
が
や
っ
て
き
て
、
そ

の
人
の
「
品
」
に
よ
る
往
生
の
し

か
た
を
九
種
類
の
「
印
」
で
示
し

て
い
る
の
で
す
。

　

因
み
に
仏
教
の
基
本
的
な
「
五

戒
」
は
、
不
殺
生
戒
、
不
飲
酒
戒
、

不
妄
語
戒
、
不
偸
盗
戒
、
不
邪
婬

戒
。
食
事
を
す
れ
ば
、
必
ず
動
植

物
の
命
を
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ

だ
け
で
も
不
殺
生
戒
を
犯
し
て
い

ま
す
。
お
酒
も
飲
み
ま
す
し
、
到

底
「
中
品
」
に
は
な
れ
そ
う
も
あ

り
ま
せ
ん
。
で
は
ま
た
来
月
。

※




