
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
。

日
時

三
月
二
十
四
日

午
前
十
一
時

昨
年
の
通
信
に
も
書
き
ま

し
た
が
、
お
彼
岸
の
由
来
に

関
し
て
再
度
触
れ
た
い
と
思

い
ま
す
。

彼
岸
と
は
向
こ
う
岸
（
彼

の
岸
）
で
す
。
で
は
、
こ
ち

ら
の
岸
は

ど
こ
で
し
ょ
う
？

こ
ち
ら
の
岸
を
仏
教
で
は

娑
婆
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

し

ゃ

ば

古
代
イ
ン
ド
語
の
発
音
に
漢

字
を
当
て
は
め
た
も
の
で
、

意
味
は
忍
土
と
訳
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
苦
し
み
に
耐
え
忍
ぶ

世
界
と
言
う
こ
と
で
す
。
そ

し
て
、
彼
岸
＝
向
こ
う
岸
を

涅
槃
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
も

ね

は

ん

古
代
イ
ン
ド
語
の
ニ
ル
ヴ
ァ
ー

ナ
の
音
訳
で
、
意
味
は
、
煩

悩
の
火
が
吹
き
消
さ
れ
た
心

静
か
な
世
界
と
い
う
意
味
で

す
。
つ
ま
り
、
煩
悩
の
苦
し

ぼ

ん

の

う

み
か
ら
解
放
さ
れ
た
状
態
が

「
悟
り
」
や
「
解
脱
」
と
呼

げ

だ

つ

ば
れ
る
も
の
で
、
そ
の
世
界

に
到
っ
た
人
が
、
仏
陀
す
な

ぶ

っ

だ

わ
ち
仏
様
で
あ
り
、
涅
槃
は

ね

は

ん

仏
様
の
世
界
で
す
。
浄
土
と

言
っ
て
も
良
い
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
で
は
何
故
、
年
に
二

回
（
当
山
で
の
法
要
は
春
の

み
で
す
が
）
春
と
秋
に
彼
岸

と
称
し
て
先
祖
供
養
を
す
る

の
で
し
ょ
う
？

お
彼
岸
と
い
う
仏
教
行
事

は
日
本
独
特
の
も
の
で､

他
の

仏
教
国
で
は
こ
う
い
う
習
慣

は
な
い
よ
う
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
。

東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年

が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

震
災
で
は
、
多
く
の
方
が
亡

く
な
り
ま
し
た
。
又
一
方
で

は
、
財
を
失
い
、
住
む
場
所

さ
え
奪
わ
れ
て
も
復
興
の
為

に
頑
張
っ
て
い
る
方
々
も
沢

山
お
ら
れ
ま
す
。
大
自
然
の

力
を
人
間
が
制
御
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

人
間
は
自
然
の
摂
理
の
中
で

生
き
る
こ
と
が
で
き
、
自
然

と
共
に
暮
ら
し
て
き
た
の
で

す
。
そ
し
て
、
今
こ
の
時
、

私
達
が
呼
吸
し
て
、
存
在
す

る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
も
、

先
祖
の
存
在
や
自
然
の
恵
み

と
い
う
数
多
く
の
因
（
原
因
）

と
縁
の
お
か
げ
で
す
。
お
彼

岸
を
始
め
、
色
々
な
先
祖
供

養
の
習
慣
は
、
日
頃
忘
れ
が

ち
な
因
と
縁
と
い
う
「
お
か

げ
」
へ
の
感
謝
を
形
に
し
た

も
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
、

「
非
科
学
的
な

も
の
」
「
因
習
」

と
軽
ん
じ
ら
れ

て
い
た
時
代
も

あ
り
ま
し
た
が
、

今
の
社
会
で
は

逆
に
習
慣
や
慣

な

ら

わ
し
や
し
き
た

り
と
い
っ
た
も

の
が
大
事
な
の

で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？

ご
先
祖
様
、
そ

し
て
、
今
生
き

て
い
る
事
実
へ

の
感
謝
の
意
味
で
も
、
お
時

間
の
都
合
が
つ
く
方
は
、
お

寺
の
法
要
に
お
詣
り
下
さ
い
。

熊
日
新
聞
で
ご
覧
に
な
っ

た
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す

が
、
私
は
鶴
屋
前
の
「
び
ぷ

れ
す
」
の
六
階
で
行
わ
れ
て

い
る
熊
日
生
涯
学
習
プ
ラ
ザ

の
「
坐
禅
の
実
技
と
仏
教
講

話
」
シ
リ
ー
ズ
の
講
師
を
勤

め
て
い
ま
す
。
今
回
も
二
月

か
ら
六
月
ま
で
５
回
に
分
け

て
「
坐
禅
と
禅
語
」
と
い
う

講
義
を
行
っ
て
い
ま
す
。
驚

く
の
は
、
毎
回

開
講
受
付

と
同
事
に
定
員
の
二
十
名
が

す
ぐ
に
満
員
に
な
る
そ
う
で

す
。
浄
国
寺
で
も
毎
週
木
曜
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彼
岸
会
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開
催

浄
国
寺
春
季
彼
岸
会

日
時

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
四
日
（
土
）

午
前
十
一
時
よ
り

彼
岸
会
檀
信
徒
総
供
養

法
話

大
分
県
速
見
郡
日
出
町

常
楽
寺

住
職

有
徳

郁
城

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

坐

禅

の
ス
ス
メ



夜
に
開
催
し
て
い
る
坐
禅
会
の

参
加
者
も
檀
家
の
方
も
含
め
て

増
え
て
い
ま
す
。

坐
禅
と
言
う
と
精
神
修
養
で

厳
し
い
修
行
（
苦
行
？
）
の
イ

メ
ー
ジ
を
持
ち
が
ち
で
す
が
、

姿
勢
を
正
し
く
し
て
、
キ
チ
ン

と
ゆ
っ
く
り
し
た
呼
吸
に
努
め

る
こ
と
が
出
発
で
す
。
忙
し
さ

に
せ
き
立
て
ら
れ
る
よ
う
な
生

活
を
送
っ
て
い
る
の
が
、
我
々

の
日
常
で
す
。
短
い
時
間
で
も

「
何
か
の
為
に
」
と
い
う
意
識

を
捨
て
て
、
『
自
分
が
呼
吸
を

し
て
い
る
＝
自
分
が
生
き
て
い

る
ん
だ
』
と
実
感
で
き
る
休
息

時
間
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

現
在
、
九
大
病
院
で
も
、
鬱
病

う

つ

び

ょ

う

の
治
療
に
坐
禅
の
呼
吸
法
を
取

り
入
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
浄

国
寺
坐
禅
会
は
毎
週
木
曜
夜
八

時
か
ら
会
費
会
則
一
切
な
し
で

す
。
お
気
軽
に
お
出
で
下
さ
い
。

一
緒
に
坐
り
ま
し
ょ
う
。

納
骨
堂
の
正
面
奥
に
、
お
釈

迦
様
が
祀
っ
て
あ
り
ま
す
。
し

ま

つ

か
し
、
堂
内
が
暗
い
せ
い
か
、

気
づ
か
れ
な
い
方
も
多
い
よ
う

で
す
。
折
角
、
納
骨
堂
の
守
り

本
尊
と
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
仏

様
に
掌
を
合
わ
せ
て
頂
き
た
い

と
思
い
、
厨
子
と
照
明
を
つ
け

ず

し

ま
し
た
。
又
、
堂
内
の
天
井
の

電
灯
も
タ
イ
マ
ー
で
作
動
す
る

よ
う
に
変
え
ま
し
た
。
お
詣
り

に
来
ら
れ
た
時
は
、
正
面
へ
一

礼
を
お
願
い
し
ま
す
。

前
回
通

信
で
も
、

お
知
ら
せ

し
ま
し
た

が
、
今
の

建
物
と
同

事
に
作
っ

た
大
理
石

風
の
大
き

な
納
骨
檀

が
一
杯
に
な
り
ま
し
た
。
以
前

か
ら
の
木
製
の
納
骨
檀
か
ら
移

ら
れ
た
方
も
多
く
、
手
前
の
木

製
の
部
分
も
空
が
多
い
の
で
、

整
理
を
し
て
奥
と
同
じ
納
骨
檀

を
増
設
す
る
予
定
で
す
。
木
製

納
骨
檀
の
方
に
は
、
移
動
を
お

願
い
し
ま
す
が
、
個
別
に
連
絡

し
ま
す
。
工
事
は
四
月
か
ら
入

る
予
定
で
す
が
、
納
骨
檀
の
総

数
が
増
え
ま
す
の
で
、
検
討
中

の
方
は
ご
相

談
下
さ
い
。

（
↓
旧
檀
）

（
⇒
新
納
骨
檀
）

今
年
も
、
恒
例
に
な
っ
て
い
ま

す
活
人
形
師

松
本
喜
三
郎
翁

い

き

に

ん

ぎ

ょ

う

の
墓
前
祭
と
彼
の
作
品
で
も
あ

り
ま
す
当
寺
の
谷
汲
観
音
菩
薩

の
大
祭
を
四
月
二
十
九
日
（
日

昭
和
の
日
）
の
午
後
二
時
か

ら
行
い
ま
す
。
当
日
は
翁
の
追

善
供
養
と
観
音
様
へ
の
報
恩
供

養
の
法
要
を
厳
修
し
、
記
念
講

ご

ん

し

ゅ

演
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
人
で
出

家
修
行
し
、
曹
洞
宗
の
ア
ラ
ス

カ
布
教
所
で
活
動
さ
れ
て
い
た

フ
ラ
ン
ズ
・
幸
雲

師
（
阿
蘇
高

森

含
蔵
寺
徒
弟
）
に
「
出
家
の

動
機
」
と
題
し
て
お
話
し
い
た

だ
き
ま
す
。
我
々
日
本
人
に
と
っ

て
は
、
日
本
文
化
の
大
切
さ
の

再
認
識
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
多
数
の
参
加
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

昨
年
の
奉
納
音
楽
会
に
あ

た
り
、
土
山
春
喜
様
よ
り
、

ピ
ア
ノ
の
寄
進
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
広
い
木
造
建
築
の

本
堂
に
響
く
ピ
ア
ノ
の
音
は

格
別
で
す
。

今
年
も
墓
前
祭
・
観
音
大

祭
の
記
念
行
事
と
し
て
、
下

記
の
奉
納
音
楽
会
を
開
催
致
し

ま
す
。
法
事
や
葬
儀
、
墓
参
以

外
で
も
お
寺
に
足
を
運
ん
で
貰

い
た
い
と
い
う
の
が
、
音
楽
会

開
催
の
目
的
で
す
。
少
し
で
も

お
寺
や
教
え
が
心
の
拠
り
所
に

な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

今
回
も
ジ
ャ
ズ
の
演
奏
に
な

り
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
一

線
で
活
躍
中
の
ピ
ア
ニ
ス
ト

タ
ル
ド
・
ハ
マ
ー
氏
と
同
じ
く

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
活
動
し
た
ギ

タ
リ
ス
ト
中
川
正
浩
氏
（
現
在

の
拠
点
は
福
岡
市
）
の
デ
ュ
オ

に
よ
る
ス
ト
レ
ー
ト
な
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
ナ
ン
バ
ー
の
ラ
イ
ブ
で

す
。
お
寺
で
ジ
ャ
ズ
を
楽
し
む

と
言
う
の
も
楽
し
い
と
思
い
ま

す
よ
。

今
回
は
入
場
料
と
し
て
、
協
力
金
二

千
五
百
円
を
お
願
い
し
ま
す

2

納
骨
檀
増
設
工
事

恒
例

音
楽
会

松
本
喜
三
郎
墓
前
祭

日
時

四
月
十
五
日
（
日

）

午
後
三
時

開
演

中
川
正
浩

（
ｇ

）

タ
ル
ド

・
ハ
マ
ー
（
ｐ

）

入
場
料
（
協
力
金
）
２
５
０
０
円

身
辺
雑
記

こ
の
二
年
程
、
お
寺
の
補
修
営
繕

も
、
皆
様
の
お
陰
で
進
め
る
こ
と

が
で
き
た
。
一
方
、
兼
業
し
て
い

る
幼
稚
園
業
界
は
幼
保
一
体
化
の

波
が
一
気
に
押
し
寄
せ
て
き
た
所

に
、
県
の
私
立
幼
稚
園
連
合
会
の

副
理
事
長
を
拝
命
し
、
大
改
革
の

真
っ
只
中
で
走
り
回
ら
ざ
る
を
得

な
い
状
況
。
二
足
の
草
鞋
で
走
り

回
る
に
も
眼
界
が
あ
り
、
い
く
ら

Ａ
Ｂ
型
の
私
で
も
青
息
吐
息
で
あ

る
。
反
抗
心
旺
盛
で
「
寺
は
継
が

ん
！
」
と
宣
言
し
、
弁
護
士
目
指

し
法
学
部
へ
入
っ
た
が
、
今
度
は

ジ
ャ
ズ
に
の
め
り
込
み
す
ぎ
、
司

法
試
験
に
は
通
ら
な
い
。
資
格
も

取
れ
ず
批
判
す
る
の
も
癪
だ
と
禅

し
ゃ
く

の
修
行
道
場
に
入
っ
た
ら
、
そ
こ

で
、
完
全
に
慢
心
を
打
ち
の
め
さ

れ
た
。
一
念
発
起
し
「
オ
レ
は
禅

坊
主
に
な
る
！
」
と
決
め
て
早
三

十
年
。
ま
だ
何
も
見
え
て
こ
な
い

が
、
選
ん
だ
道
は
間
違
っ
て
い
な

い
と
思
え
る
だ
け
有
り
難
い
。

日
本
は
戦
後
、
バ
ブ
ル
を
経
て

お
か
し
く
な
り
、
大
震
災
で
そ
の

傷
が
露
呈
し
た
。
大
人
は
「
何
故

日
々
こ
ん
な
に
生
き
辛
い
の
か
」

と
感
じ
、
先
行
き
が
見
え
な
く
な
っ

た
。
頼
み
の
未
来
を
担
う
子
ど
も

達
へ
は
、
徒
に
親
に
媚
び
る
政
策

い
た
ず
ら

で
、
子
育
て
支
援
と
称
し
家
族
の

ふ
れ
合
う
時
間
を
奪
う
事
の
み
に

偏
り
、
子
ど
も
達
の
環
境
作
り
へ

か
た
よの

支
出
は
減
ら
し
て
い
る
。
私
に

で
き
る
の
は
、
各
自
が
足
許
を
見

つ
め
直
し
た
い
と
思
う
時
に
横
に

居
る
こ
と
だ
け
か
も
知
れ
な
い
。
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