
三
月
に
な
り
、
気
温
が
一

定
せ
ず
、
体
調
を
崩
さ
れ
て

い
る
方
も
お
お
い
の
で
は
な

い
か
と
心
配
し
て
お
り
ま
す
。

今
年
も
、
下
記
の
日
程
で

恒
例
の
春
の
お
彼
岸
の
先
祖

供
養
の
法
要
を
営
み
ま
す
。

早
い
も
の
で
、
先
代
住
職

が
遷
化
し
て
丸
二
年
、
今
年

は
三
回
忌
と
な
り
ま
し
た
。

中
興
の
称
号
を
戴
き
ま
し

た
が
、
そ
の
名
の
通
り
檀
家

の
数
も
少
な
く
寺
院
運
営
も

ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
浄
国
寺

に
派
遣
さ
れ
着
任
し
、
教
員

職
や
幼
稚
園
の
経
営
を
し
な

が
ら
現
在
の
浄
国
寺
を
再
興

し
、
私
の
代
に
受
け
渡
し
て

く
れ
ま
し
た
。

現
在
、
家
の
制
度
や
形
態

も
解
体
し
て
き
ま
し
た
。
同

時
に
各
地
で
連
綿
と
続
い
て

き
た
習
慣
や
し
き
た
り
も
薄

れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

今
は
今
な
り
に
皆
家
族
が
居

て
、
家
庭
生
活
を
営
ん
で
い

る
の
も
事
実
で
す
。
貨
幣
経

済
中
心
の
生
活
に
な
る
一
方
、

日
本
の
経
済
発
展
は
停
滞
し
、

我
々
の
生
活
は
少
し
づ
つ
苦

し
く
な
り
、
心
は
す
さ
み
、

毎
日
不
安
な
生
活
を
送
っ
て

い
ま
す
。｢

今
、
心
の
時
代
」

と
叫
ば
れ
て
長
い
時
間
が
経

過
し
ま
し
た
が
、
こ
ん
な
日
々

の
中
、
宗
教
の
果
た
す
べ
き

役
割
は
大
き
く
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

せ
っ
か
く
、
先
代
が

こ

こ
ま
で
再
建
し
た
寺
院
で
す
。

檀
家
の
皆
様
、
そ
し
て
多
く

の
人
が
心
の
安
ら
ぎ
を
得
る

こ
と
が
出
来
る
場
所
と
し
て

充
実
し
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
檀
信
徒
の
方
々
も
、

法
事
や
墓
参
だ
け
で
な
く
、

お
寺
に
寄
っ
て
戴
き
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
も
、
例
年
通
り

お

彼
岸
の
法
要
を
行
い
ま
す
。

で
は
、
彼
岸
と
は
何
で
し
ょ

う
？
あ
の
世
？
三
途
の
川
の

向
こ
う
岸
？
そ
し
て
、
そ
の

向
こ
う
岸
に
渡
っ
た
方
の
供

養
す
る
こ
と
？
こ
れ
ら
が
、

一
般
の
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
。

お
彼
岸
と
い
う
仏
教
行
事
は

日
本
独
特
の
も
の
で
す
。
日

本
は
昔
は
農
耕
社
会
で
し
た
。

そ
し
て
春
分
の
日
や
秋
分
の

日
の
季
節
は
、
農
作
物
の
収

穫
を
祝
い
、
そ
れ
に
感
謝
し

大
自
然
の
象
徴
で
あ
る
神
々

に
御
供
え
を
す
る
と
い
う
習

慣
が
う
ま
れ
ま
し
た
。
更
に

中
国
か
ら
二
十
四
節
気
の
思

想
が
入
っ
て
き
た
こ
と
、
先

祖
は
家
の
守
り
神
で
あ
る
と

い
う
伝
統
的
思
想
が
混
じ
り

合
い
、
春
分
秋
分
の
日
と
そ

の
前
後
に
先
祖
供
養
を
行
う

と
い
う
習
慣
が
根
付
い
た
よ

う
で
す
。
そ
れ
で
は
、
彼
岸

と
い
う
言
葉
の
仏
教
的
な
意

味
は
何
で
し
ょ
う
？
。

我
々
が
生
活
を
し
て
い
る

現
実
の
世
界
を
娑
婆
と
言
い

し

ゃ

ば

ま
す
。
刑
務
所
の
外
と
い
う

意
味
で
は
な
く
、
古
代
イ
ン

ド
語
の
シ
ャ
バ
に
漢
字
を
音

訳
し
た
も
の
で
、
意
味
は
忍

土
と
訳
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
は

苦
し
み
を
耐
え
忍

ぶ
世
界
と
い
う
意

味
で
す
。
そ
し
て
、

そ
の
苦
し
み
か
ら

解
放
さ
れ
た
世
界

が

涅

槃

で

す

。

ね

は

ん

涅
槃
は
ニ
ル
ヴ
ァ
ー

ね

は

ん

ナ
と
い
う
古
代
イ

ン
ド
語
の
音
訳
で
、

｢

煩
悩
の
火
が
消
え

た
、
苦
し
み
か
ら

解
放
さ
れ
た
世
界
」

と
い
う
意
味
で
す
。

こ
れ
を｢

悟
り
」
と

言
い｢

解
脱
」
と
言

げ

だ

つ

い
ま
す
。
そ
し
て
、

悟
り
に
到
っ
た
人
が
「
仏
陀
」

ぶ

っ

だ

と
呼
ば
れ
ま
す
。
つ
ま
り
仏

様
で
す
。
つ
ま
り
、
我
々
の

生
き
て
い
る
世
界
と
い
う
の

は
本
人
の
意
思
に
関
係
な
く

老
い
て
、
病
気
に
な
り
、
死

に
た
く
な
く
て
も
最
後
に
命

は
尽
き
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
お
金
が
欲
し
い
の
に

儲
か
ら
な
い
、
仕
事
は
上
手

く
い
か
な
い
、
成
績
は
上
が

ら
な
い
と
色
ん
な
執
着
（
＝

煩
悩
）
が
次
々
と
生
ま
れ
、

苦
し
み
で
一
杯
の
世
界
で
す
。

こ
れ
が
、
こ
ち
ら
側
の
世
界

（
＝
此
岸
）
で
す
。
こ
れ
に

対
し
て
、
煩
悩
や
執
着
か
ら

解
放
さ
れ
た
な
ら
、
き
っ
と
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春
季
彼
岸
会
法
要

（
兼

先
代
住
職
三
回
忌
）

浄
国
寺
春
季
彼
岸
会

日
時

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
四
日
（
木
）

午
前
十
一
時
よ
り

当
山
七
世
中
興
無
関
道
全
大
和
尚

大
祥
忌

導
師

本
寺

大
慈
寺

住
職

佐
藤
泰
道

大
宗
師

彼
岸
会
檀
信
徒
総
供
養

法
話

宇
土
市

法
泉
寺
住
職

藤
井
慶
峰

老
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
彼
岸
の
由
来



心
静
か
に
生
き
生
き
と
生
き
ら

れ
る
筈
で
す
。
こ
れ
が
「
悟
り
」

で
あ
り
、
そ
の
世
界
が
涅
槃
＝

彼
岸
な
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、

死
な
な
け
れ
ば
彼
岸
に
行
く
事

は
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
う
で
は
な
い
筈
で
す
。
華
厳

経

と

い

う

お

経

の

中

に

「
一
切
衆
生
・
悉
有
仏
性
」
つ

い

っ

さ
い
し
ゅ
じ
ょ
う

し

つ

う

ぶ

っ

し

ょ

う

ま
り
「
生
き
て
い
る
も
の
は
、

す
べ
て
本
来
は
仏
様
な
の
で
す

よ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
肉
体
や
感
覚
器
官
に

由
来
す
る
苦
し
み
も
多
い
し
、

生
活
の
中
で
は
色
ん
な
執
着
が

生
ま
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
な
か

な
か
自
分
の
中
の
仏
様
に
対
面

で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
為
、
お
釈

迦
様
を
始
め
多
く
の
仏
教
者
は
、

自
分
の
中
の
佛
に
出
逢
う
色
々

な
教
え
を
説
か
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
お
経
」
で
す
。
葬
儀

の
時
に
は
仏
様
の
弟
子
と
し
て

の
戒
名
（
こ
れ
は
死
後
の
名
前

で
な
く
仏
弟
子
と
し
て
の
名
前

で
す
）
を
授
か
り
、
仏
様
の
弟

子
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
仏
様

に
き
ち
ん
と
涅
槃
に
連
れ
て
行
っ

て
貰
え
る
よ
う
に
お
願
い
す
る

引
導
を
渡
し
ま
す
。
引
導
に
は
、

い

ん

ど

う

「
仏
弟
子
と
な
っ
た
こ
の
方
は
、
、

一
所
懸
命
こ
の
肉
体
を
生
き
て

き
ま
し
た
。
涅
槃
へ
導
い
て
下

さ
い
」
と
い
う
言
葉
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
仏
弟
子
と
な
っ

た
故
人
や
ご
先
祖
様
は
、
も
う

仏
様
の
仲
間
入
り
を
済
ま
せ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
き
っ
と
彼

岸
か
ら
、
子
孫
を
見
守
っ
て
く

れ
て
い
る
筈
で
す
。
お
彼
岸
の

先
祖
供
養
は
、
そ
の
、
ご
先
祖

様
方
に
感
謝
す
る
も
の
で
あ
り
、

自
分
が
今
頑
張
っ
て
生
き
て
い

る
事
を
報
告
し
、
見
守
っ
て
下

さ
い
と
お
願
い
す
る
た
め
の
法

要
で
す
。
毎
日
、
忙
し
さ
の
中

で
、
自
分
の
足
許
を
見
忘
れ
が

ち
な
我
々
で
す
。
せ
っ
か
く
の

彼
岸
法
要
の
時
に
、
も
う
一
度

自
分
を
振
り
返
っ
て
み
ま
せ
ん

か
？
我
々
の
中
の
仏
様
に
も
、

煩
悩
や
執
着
が
邪
魔
を
し
て
出

会
え
な
い
の
が
娑
婆
で
す
。
も

う
一
度
仏
様
方
の
教
え
に
耳
を

傾
け
て
み
ま
せ
ん
か
？

因
み
に
、
こ
の
教
え
を
最
も
凝

ち
な縮

し
た
お
経
が
般
若
心
経
で
す
。

昨
年
、
十
月
に
本
堂
の
床
板

の
張
替
工
事
を
行
い
、
皆
様
方

に
篤
志
を
お
願
い
し
、
少
し
図
々

と

く

し

し
い
か
と
は
思
い
ま
し
た
が
、

振
替
用
紙
も
送
付
致
し
ま
し
た
。

結
果
、
数
多
く
の
檀
信
徒
の
皆

様
方
か
ら
多
く
の
浄
財
を
御
寄

進
戴
き
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

十
二
月
の
成
道
会
法
要
の
時

に
ご
覧
頂
い
た
方
も
多
い
の
で

す
が
、
本
堂
全
体
が
明
る
く
な

り
美
し
く
な
り
ま
し
た
。
日
頃

の
法
事
や
命
日
経
等
に
預
か
り

ま
し
た
お
布
施
は
、
寺
の
運
営

や
布
教
資
料
、
事
務
費
、
法
要

費
等
に
使
用
す
る
以
外
は
、
寺

の
営
繕
や
補
修
管
理
に
充
て
る

あ

よ
う
に
で
き
る
だ
け
蓄
え
て
お

り
ま
す
。
し
か
し
、
お
寺
の
用

品
や
工
事
は
特
殊
な
だ
け
に
費

用
も
か
さ
み
ま
す
。
そ
れ
に
住

職
は
、
寺
の
管
理
者
で
あ
り
、

お
寺
は
檀
信
徒
皆
様
の
為
の
仏

様
か
ら
の
預
か
り
も
の
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。
ど
う
か
檀
信
徒

全
員
で
浄
国
寺
を
護
っ
て
戴
き

ま
す
よ
う
、
改
め
て
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。
私
も
浄
国
寺
の

発
展
の
た
め
に
精
一
杯
頑
張
り

ま
す
。

熊
本
市
仏
教
連
合
会
と
い
う

組
織
が
あ
り
ま
す
。
毎
年
、
各

宗
派
持
ち
回
り
で
、
四
月
の
始

め
に
繁
華
街
で
花
祭
り
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
今
年
は
禅
宗
系

の
寺
院
（
臨
済
宗
や
密
教
系
の

宗
派
も
一
緒
に
務
め
ま
す
）
が

当
番
と
な
り
、
四
月
の
二
日
に

上
通
り
で
白
像
を
引
い
て
稚
児

行
列
を
行
い
、
鶴
屋
新
館
パ
レ

ア
で
花
祭
り
法
要
を
行
い
ま
す
。

稚
児
衣
装
を
身
に
つ
け
て
の
行

進
は
、
子
ど
も
の
一
生
の
思
い

出
に
も
な
り
、
大
変
可
愛
ら
し

い
も
の
で
す
。
又
、
そ
の
子
の

健
康
な
成
長
を
祈
願
す
る
洒
水

し

ゃ

す

い

の
式
も
行
わ
れ
ま
す
。
当
番
で

回
っ
て
く
る
機
会
は
五
年
に
一

度
で
す
。
対
象
は
三
歳
児
か
ら

小
学
校
三
年
生
く
ら
い
ま
で
に

な
り
ま
す
。
参
加
費
は
貸
衣
装

代
や
お
土
産
代
も
含
め
、
一
人

一
万
円
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小

さ
い
お
子
様
の
記
念
に
な
る
と

思
い
ま
す
。
詳
細
は
住
職
ま
で

お
尋
ね
下
さ
い
。

当
寺
に
祀
っ
て
あ
る｢

谷
汲
観

音
像
」
の
作
者

松
本
喜
三
郎

翁
の
墓
前
祭
と
観
音
供
養
を
、

例
年
通
り
四
月
二
十
九
日
（
金

昭
和
の
日
）
に
開
催
し
ま
す
。

昨
年
は
衛
星
放
送
の
番
組
で
も

取
り
上
げ
ら
れ
、
観
音
様
も
全

国
的
に
有
名
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

浄
国
寺
と
い
う
縁
で
皆
様
と
繋つ

な

が
っ
て
い
る
観
音
様
で
す
。
是

非
お
詣
り
下
さ
い
。
詳
細
は
後

日
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

奉
納
音
楽
会

毎
年
、
墓
前
祭
の
時
に
は
、

奉
納
音
楽
会
と
し
て
、
演
奏
会

を
開
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

興
業
師
と
し
て
人
々
の
エ
ン
タ
ー

テ
イ
メ
ン
ト
に
尽
く
し
て
い
た

喜
三
郎
翁
へ
の
感
謝
の
奉
納
と

い
う
意
味
と
、
寺
が
先
祖
供
養

だ
け
の
場
所
で
な
く
、
よ
り
多

く
の
人
の
集
え
る
場
所
と
し
て

寺
の
敷
居
を
低
く
し
た
い
と
い

う
私
の
願
い
の
意
味
で
行
っ
て

い
ま
す
。
今
回
も
墓
前
祭
の
日

の
夜
七
時
か
ら
開
催
し
ま
す
。

一
昨
年
九
月
に
東
京
（
と
ア
メ

リ
カ
）
か
ら
来
て
ジ
ャ
ズ
を
演

奏
し
て
く
れ
た
ベ
ー
ス
の
鈴
木

良
雄
氏
が
、
今
回
は
墓
前
祭
に

合
わ
せ
て
東
京
か
ら
一
流
の
ピ

ア
ニ
ス
ト
と
ド
ラ
マ
ー
を
連
れ

て
ピ
ア
ノ
ト
リ
オ
で
演
奏
し
て

く
れ
ま
す
。
当
日
は
、
楽
し
む

時
は
楽
し
む
事
に
徹
し
た
い
と

思
い
ま
す
の
で
、
飲
み
物
や
食

べ
物
も
現
地
販
売
し
ま
す
。
ゆ
っ

く
り
と
く
つ
ろ
い
で
音
楽
を
楽

し
ん
で
下
さ
い
。
多
く
の
方

（
檀
信
徒
に
限
り
ま
せ
ん
）
に

集
っ
て
戴
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

鈴
木
良
雄
ト
リ
オ

鈴
木
良
雄

ベ
ー
ス

山
本

剛

ピ
ア
ノ

セ
シ
ル
・
モ
ン
ロ
ー

ド
ラ
ム

ジ
ャ
ズ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
曲
を

堪
能
し
て
下
さ
い
。

演
奏
奉
納
料

一
人
三
千
円

（
入
場
料

チ
ャ
ー
ジ
料
で
す
）

2

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た

稚
児
参
加
者
募
集

松
本
喜
三
郎
墓
前
祭

お
彼
岸
の
法
要
に
あ
た
り
、

先
住
へ
の
香
奠
等
は
、
お
気
持

ち
だ
け
有
り
難
く
拝
領
致
し
ま

す
。
別
途
に
お
気
遣
い
等
は
、

考
え
ら
れ
な
い
で
下
さ
い
（
こ

れ
は
、
先
住
の
遺
志
で
し
た
）
。


