
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
。

昨
年
の
彼
岸
の
直
前
に
、

先
代
住
職
が
倒
れ
（
十
九
日

で
し
た
）
、
危
篤
状
態
に
陥

り

法
要
中
に
何
時
訃
報
が

入
る
か
心
配
で
導
師
を
務
め

て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
後
二

日
間
は
頑
張
っ
て
呼
吸
を
続

け
て
い
ま
し
た
が
二
十
六
日

に
遷
化
致
し
ま
し
た
。
今
年

度
の
お
彼
岸
の
法
要
に
あ
た

り
、
先
代
住
職
の
小
祥
忌

（
一
周
忌
）
の
供
養
も
併
せ

て
営
み
た
い
と
考
え
ま
す
。

寺
の
再
建
と
興
隆
に
一
生
を

か
け
て
精
進
し
て
お
り
ま
し

た
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
も
一

緒
に
ご
焼
香
頂
け
れ
ば
何
よ

り
の
供
養
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
当
日
、

小
祥
忌
の
導
師
に
は
曹
洞
宗

熊
本
県
第
一
宗
務
所
長

宇

城
市
小
川
町
の
妙
音
寺
ご
住

職

池
田
大
智
老
師
を
拝
請

し
て
お
り
ま
す
。
一
周
忌
の

法
事
か
ら
続
け
て
彼
岸
供
養

を
行
い
ま
す
。
全
体
の
時
間

は
、
例
年
よ
り
十
二
〜
三
分

長
く
な
る
か
と
は
思
い
ま
す

が
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

先
住
は
、
寺
に
収
め
ら
れ

る
お
布
施
は
全
て
寺
の
爲
だ

け
に
使
っ
て
お
り
ま
し
た
し
、

自
分
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し

て
の
収
入
も
寺
の
復
興
に
注

い
で
お
り
ま
し
た
。
私
も
同

じ
よ
う
に
お
寺
の
為
だ
け
に

使
っ
て
お
り
ま
す
。
今
回
の

一
周
忌
に
当
た
り
、
お
彼
岸

の
回
向
と
は
別
途
の
先
住
へ

の
ご
香
典
等
は
、
お
気
持
ち

だ
け
拝
領
致
し
た
く
存
じ
ま

す
の
で
、
お
気
を
使
っ
て
い

た
だ
か
な
い
よ
う
、
甚
だ
失

礼
と
は
存
じ
ま
す
が
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。
師
匠
は
、

寺
が
立
派
に
な
る
事
だ
け
を

願
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ

れ
を
望
む
と
思
い
ま
す
。

浄
国
寺
は

浄
国
寺
は
曹
洞
宗
の
お
寺

で
す
。
前
回
の
浄
国
寺
通
信

で
、
浄
国
寺
の
簡
単
な
歴
史

及
び
先
代
住
職
の
足
跡
に
つ

い
て
説
明
し
ま
し
た
。
今
回

は
浄
国
寺
が
属
し
て
い
る
曹

洞
宗
に
つ
い
て
書
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

曹
洞
宗
は
一
般
に
禅
宗
と

呼
ば
れ
る
宗
派
の
流
れ
の
一

つ
で
す
。
禅
宗
と
い
う
く
ら

い
で
す
か
ら
、
教
え
の
中
心

は
坐
禅
で
す
（
も
ち
ろ
ん
、

仏
教
で
す
か
ら
、
ほ
と
け
様

の
教
え
が
、
真
ん
中
で
す
）
。

禅
宗
は
イ
ン
ド
で
起
こ
り
、

イ
ン
ド
人
で
あ
る
ダ
ル
マ
大

師
（
縁
起
物
の
ダ
ル
マ
さ
ん

は
そ
の
姿
で
す
）
が
中
国

（
梁
の
時
代
）
に
伝
え
ま
し

た
。
最
初
、
王
で
あ
る
武
帝

に
説
き
ま
し
た
が
、
理
解
を

得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
嵩
山

少
林
寺
に
こ
も
り
九
年
間
壁

に
向
か
っ
て
坐
禅
を
続
け
ま

し
た
。
よ
う
や
く
教
え
を
嗣

ぐ
事
が
で
き
る
慧
可
禅
師
が

弟
子
と
な
り
、
中
国
に
禅
宗

が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

日
本
で
は
鎌
倉
時
代
、
我
が

宗
派
の
開
祖
で
あ
る
道
元
様

が
、
最
初
延
暦
寺
等
で
修
業

を
積
み
ま
し
た
が
、
納
得
が

で
き
ず
、
真
の
仏
法
を
求
め

て
中
国
（
宋
の
時
代
）
に
渡

り
ま
し
た
。
中
国
で
教
え
を

求
め
て
修
業
を
続
け
、
天
童

山
で
如
浄
禅
師
と
出
会
い
、

教
え
を
受
け
、
誠
の
仏
法
に

目
覚
め
、
そ
の
教
え
を
日
本

に
持
ち
帰
り
広
め
ま
し
た
。

道
元
禅
師
は
、
永
平
寺
を
修

行
道
場
と
し
て
開

き
、
修
行
者
を
指

導
し
、
弟
子
に
そ

の
法
を
引
き
継
ぎ

ま
し
た
。
３
代
目

の
弟
子
で
あ
る
瑩

山
紹
瑾
禅
師
は
、

道
元
禅
師
の
教
え

を
更
に
深
め
、
よ

り
多
く
の
人
に
分

か
り
易
い
形
に
作

り
上
げ
ま
し
た
。

又
、
能
登
に
総
持

寺
（
現
在
は
横
浜

鶴
見
に
あ
り
ま
す
）
を
開
き
、

多
く
の
弟
子
を
育
て
ま
し
た
。

結
果
、
曹
洞
宗
は
現
在
の
よ

う
に
日
本
中
に
広
が
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
事
を

以
て
、
曹
洞
宗
で
は
道
元
禅

師
と
瑩
山
禅
師
を
両
祖
と
し

て
祀
り
、
永
平
寺
と
総
持
寺

を
両
本
山
と
し
ま
し
た
。

曹
洞
宗

本
尊

釈
迦
牟
尼
佛

両
祖

道
元
禅
師

瑩
山
禅
師

本
山

永
平
寺
（
福
井
県
）

総
持
寺
（
横
浜
市
）

教
え

只
管
打
坐

何
か
の
目
的
で
坐
禅
す

る
の
で
は
な
く
、
坐
禅
そ
の
も

の
が
修
行
で
あ
り
悟
り
の
姿
で

あ
る

経
典

修
証
義
、
般
若
心
経

一
つ
の
所
依
の
経
典
は
無
い
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春
季
彼
岸
会
法
要（
先
住
一
周
忌
）

浄
国
寺
春
季
彼
岸
会

日
時

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日
（
水
）

午
前
十
一
時
よ
り

当
山
七
世
中
興
無
関
道
全
大
和
尚

小
祥
忌

彼
岸
会
檀
信
徒
総
供
養

法
話

大
分
県
杵
築
市

浄
土
寺
住
職

井
福

昭
道

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



浄
国
寺
の
年
間
行
事
は
、

以
上
の
通
り
で
す
。
お
彼
岸

は
春
の
み
営
み
ま
す
。
秋
は
、

幼
稚
園
の
運
動
会
と
重
な
る

都
合
で
お
休
み
に
し
て
い
ま

す
。
お
盆
に
関
し
て
は
、
七

月
三
日
に
行
い
ま
す
施
餓
鬼

法
要
に
て
檀
家
各
家
の
お
盆

の
先
祖
供
養
を
合
わ
せ
て
行

い
ま
す
。
以
前
は
、
希
望
さ

れ
る
お
宅
全
部
に
お
盆
の
期

間
中
（
七
月
一
三
〜
一
五
日

又
は
八
月
同
日
）
に
ご
自
宅

を
回
っ
て
棚
経
を
挙
げ
て
お

り
ま
し
た
。
し
か
し
一
二
年

ほ
ど
前
、
私
が
内
臓
疾
患
で

倒
れ
た
こ
と
、
先
代
住
職
も

高
齢
に
な
り
運
転
等
が
危
険

に
な
っ
た
こ
と
、
何
よ
り
檀

家
様
の
数
が
増
え
た
事
も
あ

り
、
全
て
の
お
宅
を
回
る
方

法
を
や
め
て
、
施
餓
鬼
法
要

で
供
養
す
る
形
に
変
え
ま
し

た
。
尚
、
初
盆
の
場
合
は
ご

自
宅
に
伺
い
ま
す
。
日
程
は

希
望
を
お
聞
き
し
た
上
で
、

近
待
っ
て
連
絡
致
し
ま
す
。

施
餓
鬼
供
養
の
餓
鬼
と
い
う

の
は
、
誰
も
供
養
を
し
て
く

れ
る
方
の
な
い
御
霊
の
意
味

で
す
。
決
し
て
皆
様
方
の
先

祖
が
餓
鬼
と
言
っ
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誰
も

供
養
を
し
て
く
れ
な
い
御
霊

を
み
ん
な
で
供
養
す
る
こ
と

で
、
そ
の
功
徳
を
も
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
先
祖
の
供

養
に
回
し
向
け
る
意
味
で
す
。

松
本
喜
三
郎
墓
前
祭
は
八
年

ほ
ど
前
か
ら
松
本
喜
三
郎
顕

彰
会
と
共
同
主
催
で
行
っ
て

い
る
も
の
で
す
。
喜
三
郎
作

の
も
う
一
体
の
観
音
像
で
あ

る
聖
観
音
像
が
あ
る
、
来
迎

院
で
一
〇
月
一
八
日
に
観
音

際
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
当

寺
で
は
喜
三
郎
翁
の
命
日
に

翁
の
供
養
を
行
い
翁
の
業
績

を
讃
え
る
と
共
に
、
当
寺
安

位
の
谷
汲
観
音
像
の
供
養
も

行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
の

勝
手
な
解
釈
で
す
が
、
喜
三

郎
さ
ん
は
名
人
形
師
で
あ
っ

た
共
に
興
業
師
と
し
て
も
一

流
で
し
た
の
で
、
そ
の
命
日

に
多
く
の
人
が
集
い
楽
し
む

よ
う
な
企
画
を
行
え
ば
、
き
っ

と
喜
三
郎
さ
ん
も
喜
ぶ
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
で
奉
納
音
楽

会
も
合
わ
せ
て
行
い
ま
す
。

お
寺
は
、
先
祖
供
養
以
外
で

も
、
人
が
集
う
場
所
で
あ
り

た
い
と
い
う
の
が
昔
か
ら
の

私
の
願
い
で
す
。
こ
れ
か
ら

も
色
々
と
企
画
し
ま
す
の
で

宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
（
昨

年
は
九
月
に
今
年
南
里
文
雄

賞
を
受
賞
し
た
ベ
ー
シ
ス
ト

鈴
木
良
雄
氏
を
呼
び
ま
し
た
）

毎
週
木
曜
日

夜
八
時

会
費
、
会
則
一
切
な
し
。

一
炷
（
四
十
分
）
終
了
後
に

坐
禅
に
関
す
る
本
の
輪
読

ゆ
っ
く
り
し
た
服
装
で

浄
国
寺
坐
禅
会
は
、
先
代

住
職
が
高
校
教
諭
の
頃
か
ら

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
五
〇

年
は
続
い
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
近
年
、
世
相
不
安
の
爲

か
一
般
の
坐
禅
希
望
者
が
多

く
な
っ
て
い
ま
す
。
又
、
熊

日
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
に
於

い
て
も
「
坐
禅
と
普
勧
坐
禅

儀
の
講
話
」
と
い
う
講
座
が

あ
り
、
そ
れ
も
定
員
一
杯
の

状
態
で
す
（
私
が
指
導
と
講

義
を
し
て
い
ま
す
が
）
。

せ
っ
か
く
浄
国
寺
と
の
縁
も

あ
り
ま
す
。
檀
家
の
皆
様
も

一
度
坐
禅
の
体
験
を
さ
れ
て

は
如
何
で
し
ょ
う
か
？
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年
間
行
事
に
つ
い
て

浄
国
寺
年
間
行
事

三
月
二
十
四
日

春
季
彼
岸
会

（
檀
信
徒
総
供
養
）

五
月
二
十
九
日

松
本
喜
三
郎

墓
前
祭

七
月
三
日

施
餓
鬼
法
要

お
盆
の
檀
信
徒
総
供
養

棚
経
（
お
盆
）
檀
信
徒
の
お
盆
供
養
は
施
餓

鬼
法
要
で
行
い
ま
す
。

原
則
と
し
て
初
盆
の
場

合
の
み
伺
い
ま
す

そ
の
他

正
月
の
修
証
会
（
年
頭
の
安
泰
祈
願
）
や

四
月
の
花
祭
り
（
お
釈
迦
様
の
降
誕
会
）
も
厳
修
し
て

お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
参
詣
下
さ
い

当
寺
安
位
の
谷
汲
観
音
像
の
作
者

松
本

喜
三
郎
翁
の
命
日
供
養
と
観
音
様
の
供
養
を

行
い
ま
す
。
当
日
は
併
せ
て
講
演
会
や
奉
納

音
楽
会
等
行
っ
て
い
ま
す
。

一佛両祖図
中央 釈迦如来
右 道元禅師 左 瑩山禅師

浄
国
寺
坐
禅
会

最
後
に

今
回
は
、
お
彼
岸
の
案
内
と
曹
洞
宗

の
歴
史
、
浄
国
寺
の
年
間
の
行
持
に
つ

い
て
記
し
ま
し
た
。
次
か
ら
は
曹
洞
宗

や
禅
の
考
え
方
や
私
自
身
の
考
え
に
も

触
れ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
又
、
近

年
縁
あ
っ
て
檀
家
に
な
れ
た
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
住
職
自
身
の
自
己

紹
介
も
書
い
て
ま
い
り
ま
す
。
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す


