
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
（
日
）

午
前
十
一
時

毎
年
、
こ
の
季
節
の
通
信

に
お
彼
岸
の
由
来
に
つ
い
て

書
い
て
き
ま
し
た
。
今
回
も
、

そ
の
事
に
触
れ
た
い
と
思
い

ま
す
。
仏
教
で
は
、
我
々
の

生
き
て
い
る
こ
の
世
界
を

娑
婆
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

し

ゃ

ば

古
代
イ
ン
ド
語
の
音
訳
で
、

意
味
は
忍
土
す
な
わ
ち
苦
し

み
に
耐
え
忍
ぶ
世
界
と
い
う

意
味
で
す
。
つ
ま
り
生
き
て

い
る
世
界
は
『
苦
』
で
あ
る

と
言
う
の
が
出
発
点
に
な
っ

て
い
ま
す
。
苦
し
い
世
界
に

生
き
て
い
た
い
と
思
う
人
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に

何
故
、
お
釈
迦
様
は
、
人
生

は
『
苦
』
と
さ
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
？
。
そ
れ
は
、
私
達

凡
夫
衆
生
（
＝
普
通
の
凡
人
）

ぼ

ん

ぷ

し

ゅ

じ

ょ
う

こ
の
世
界
の
在
り
方
を
理
屈

で
分
か
っ
て
い
て
も
、
心
か

ら
受
け
入
れ
て
い
な
い
か
ら

だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
老
、

病
、
死

こ
れ
は
誰
も
避
け

る
こ
と
も
逃
げ
る
こ
と
も
で

き
ま
せ
ん
。
そ
の
理
屈
は
分

か
っ
て
い
て
も
、
「
私
は
老

い
た
く
な
い
し
、
年
も
と
り

た
く
な
い
、
死
ぬ
の
は
絶
対

に
嫌
だ
」
と
考
え
、
そ
う
な

ら
な
い
よ
う
に
と
時
に
は
神

様
に
祈
っ
た
り
も
し
ま
す
。

で
も
、
こ
れ
は
逃
れ
る
術
の

す

べ

な
い
真
理
に
対
し
て
、
そ
う

あ
り
た
く
な
い
と
い
う
執
着

が
起
こ
り
、
そ
れ
が
苦
し
み

に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
言
う

の
が
、
お
釈
迦
様
が
「
人
生

は
苦
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た

意
味
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
真
理
を
全
身

全
霊
で
受
け
止
め
、
納
得
し
、

体
得
し
た
状
態
を
解
脱
と
呼

げ

だ

つ

び
、
そ
の
世
界
が
涅
槃
で
あ

ね

は

ん

り
、
彼
岸
（
苦
し
み
の
な
い

向
こ
う
岸
）
だ
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
こ
こ
ま
で
言
う
と
、

仏
教
は
何
か
「
そ
の
域
」
に

ま
で
達
し
な
い
と
救
い
は
な

い
し
、
「
そ
の
域
」
に
達
す

る
為
の
特
別
な
修
行
が
必
要

な
も
の
か
（
人
に
よ
っ
て
は
、

そ
の
方
法
が
坐
禅
だ
と
思
っ

て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
が
）
と
受
け
止
め
る
人

も
い
る
で
し
ょ
う
。
私
は
僧

侶
で
す
し
、
衣
や
袈
裟
を
付

け
て
い
ま
す
が
、
私
自
身
が

「
そ
の
域
」
に
達
し
た
人
間

か
と
い
う
と
全
く
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
も
悩
み
、

苦
し
み
、
も
が
い
て
い
る
凡

夫
衆
生
の
一
人
で
す
。
た
だ
、

お
釈
迦
様
の
教
え
は
、
こ
う

い
う
も
の
で
、
こ
う
い
う
風

に
日
常
生
活
で
考
え
て
い
っ

た
ら
、
も
っ
と
「
生
き
て
い

る
」
こ
と
に
積
極
的
に
向
き

合
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
、
学
び
、
そ
れ
を
皆
様
に

伝
え
る
こ
と
を
メ
イ
ン
に
し

て
い
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
存

在
で
あ
る
だ
け
で
す
。
考
え

て
み
て
下
さ
い
。
「
人
生
は

『
苦
』
で
あ
る
」
と
言
わ
れ

た
っ
て
、
そ
の
当
人
に
は
、

そ
の
人
の
人
生

し
か
な
い
わ
け

で
す
。
誰
か
が
、

望
み
通
り
の
人

生
を
与
え
て
く

れ
る
訳
で
は
な

い

の

で

す

。

『
苦
』
の
原
因

は
執
着
と
さ
れ
、

そ
れ
が
煩
悩
を

生
み
、
さ
ら
に

『
苦
』
を
生
み

出
す
と
い
う
連

鎖
反
応
で
私
達

は
、
苦
し
ん
で

い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
『
苦
』

の
連
鎖
を
止
め
る
方
法
が
、

仏
教
に
は
沢
山
あ
り
ま
す
。

亡
く
な
っ
た
方
の
供
養
を
き

ち
ん
と
務
め
る
の
は
、
僧
侶

と
し
て
大
変
重
要
な
役
割
で

す
。
で
も
、
お
寺
は
生
き
て

い
る
人
の
為
の
も
の
で
あ
り
、

も
っ
と
多
く
の
人
に
寺
の
門

戸
を
開
き
た
い
、
敷
居
を
低

く
し
た
い
と
私
が
言
い
続
け

る
の
は
、
こ
う
言
う
理
由
で

す
。
葬
儀
に
あ
た
っ
て
戒
名

を
授
か
り
ま
す
（
本
来
は
、

生
き
て
い
る
時
に
戒
名
は
貰

う
も
の
で
す
が
）
。
戒
名
を

貰
う
と
言
う
事
は
、
仏
弟
子

と
な
る
こ
と
で
す
。
人
間
の

肉
体
は
「
老
、
病
、
死
」
の

様
々
な
『
苦
』
を
生
み
出
し

ま
す
。
そ
の
肉
体
か
ら
解
放
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平
成
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五
年

春
季
彼
岸
会
法
要
開
催

浄
国
寺
春
季
彼
岸
会

日
時

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
四
日
（
日
）

午
前
十
一
時
よ
り

彼
岸
会
檀
信
徒
総
供
養

法
話

熊
本
県
菊
池
市
玉
祥
寺

玉
祥
寺

住
職河

野

勝
道

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
に
思
う



さ
れ
る
こ

と

は

、

『
苦
』
か

ら
解
放
さ

れ
る
こ
と

で
す
。
引

導
を
渡
さ

れ
て
、
仏

様
に
導
か
れ
て
涅
槃
に
向
か
う

旅
立
ち
が
葬
儀
で
あ
り
、
仏
と

し
て
涅
槃
で
見
守
っ
て
い
る
先

祖
へ
、
き
ち
ん
と
生
き
て
い
る

こ
と
で
応
え
る
の
が
供
養
で
す
。

も
う
す
ぐ
春
の
彼
岸
法
要
で
す
。

桜
の
花
も
咲
き
始
め
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
が
、
自
分
の
人
生
を
し
っ

か
り
と
見
つ
め
直
し
、
よ
り
良

く
生
き
よ
う
と
思
い
を
強
め
る

こ
と
。
こ
れ
が
何
よ
り
も
、
ご

先
祖
様
へ
の
供
養
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
？

私
は
、
曹
洞
宗
管
長
か
ら
辞

令
を
戴
き
、
浄
国
寺
住
職
の
任

を
拝
命
し
て
い
ま
す
。
辞
令
は
、

平
成
十
年
七
月
に
板
橋
興
宗
禅

師
猊
下
（
現

御
誕
生
寺
住
職
）

か
ら
交
付
さ
れ
ま
し
た
。
先
代

住
職
は
、
東
堂
と
い
う
職
に
退

き
、
名
義
上
は
私
が
住
職
と
な

り
、
法
的
に
も
法
人
の
代
表
と

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
本
来

曹
洞
宗
寺
院
の
住
職
は
、
そ
の

寺
を
護
持
し
て
い
る
壇
信
徒
の

皆
様
に
乞
わ
れ
て
、
寺
に
赴
き

お
も
む

寺
の
発
展
と
仏
教
興
隆
に
尽
力

す
る
と
い
う
意
思
表
示
を
行
い
、

自
分
の
力
量
を
示
さ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
儀
式
を
山

に
晋
む
と
書
い
て
晋
山
式
（
し

す
す

ん
ざ
ん
し
き
）
と
言
い
ま
す
。

こ
の
式
を
通
じ
て
、
壇
信
徒
や

近
隣
の
方
丈
様
方
に
も
、
住
持

と
し
て
認
め
て
頂
い
て
、
よ
う

や
く
住
職
と
し
て
務
め
が
始
ま

る
と
言
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
十
年
以
上
名
義
的
に
は

住
職
で
す
が
、
ま
だ
晋
山
式
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
儀
式

の
時
に
は
、
修
行
者
の
長
老
の

法
戦
式
を
行
う
事
に
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
度
、
岩
戸
の
霊
巌

洞

五
百
羅
漢
の
雲
岩
寺
の
徒

弟

馬
場
英
俊
上
座
が
、
そ
の

役
を
務
め
る
事
に
な
り
ま
し
た

の
で
、
晴
れ
て
晋
山
式
を
執
り

行
う
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。
晋

山
式
は
、
曹
洞
宗
僧
侶
に
と
っ

て
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
三

大
儀
式
の
締
め
括
り
と
し
て
最

し

く

く

も
重
要
な
式
で
す
。
壇
信
徒
の

皆
様
に
も
、
ご
理
解
や
ご
協
力

を
御
願
い
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
予
定
は
、
今
年
の
秋
に

考
え
て
い
ま
す
。
詳
細
は
、
又

連
絡
致
し
ま
す
が
、
ま
ず
は
お

知
ら
せ
し
て
お
き
ま
す
。
ど
う

ぞ
、
宜
し
く
御
願
い
致
し
ま
す
。

（
加
入
者
の
方
々
へ
）

墓
地
や
納
骨
堂
の
維
持
に
は

支
出
や
人
手
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
は
、
年
間
の
維

持
管
理
費
を
ご
持
参
頂
い
て
い

ま
し
た
が
、
高
齢
で
お
詣
り
も

叶
わ
な
い
ケ
ー
ス
や
、
つ
い
つ

い
忘
れ
て
し
ま
う
場
合
等
も
起

こ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
振

込
用
紙
を
同
封
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
利
用
下
さ
い
。
尚
、
こ

れ
ま
で
通
り
、
ご
持
参
頂
い
て

も
構
い
ま
せ
ん
。
金
額
は
、
墓

地
は
一
坪
あ
た
り
四
千
円
、
納

骨
堂
は
一
律
五
千
円
に
な
っ
て

い
ま
す
（
年
額
）
。

皆
様

ご
存
じ
の
よ
う
に
当

山
に
は
松
本
喜
三
郎
作
の
活
人

形
の
傑
作
「
谷
汲
観
音
像
」
が

祀
っ
て
あ
り
ま
す
。
近
年
、
テ

ま

つレ
ビ
等
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、

参
詣
者
も
増
え
ま
し
た
。
毎
年

四
月
二
九
日
に
は
、
喜
三
郎
顕

彰
会
と
共
催
で
、
喜
三
郎
翁
の

命
日
の
墓
前
祭
供
養
と
観
音
供

養
、
こ
れ
は
私
の
勝
手
な
解
釈

で
す
が
、
喜
三
郎
翁
は
興
行
師

と
し
て
も
一
流
で
、
何
よ
り
人

を
驚
か
せ
楽
し
ま
せ
る
こ
と
が

好
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
勝
手

に
考
え
、
何
か
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。
「
い
ま
、
心
に

Ｚ
Ｅ
Ｎ
」
と
言
う
仏
教
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
は
秋
の
晋
山
式
に
併
せ

て
開
催
す
る
予
定
で
す
。
四
月

の
観
音
大
祭
で
は
「
楽
し
い
」

を
基
本
に
『
昭
和
の
音
楽
を
振

り
返
る
』
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を

北
海
道
で
行
っ
て
い
る
歌
旅
座

と
い
う
団
体
と
交
渉
中
で
す
。

是
非
、
足
を
お
運
び
下
さ
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
は
、

若
者
の
み
な
ら
ず
幅
広
く
な
っ

て
い
ま
す
。
又
、
活
人
形
の
再

評
価
で
参
詣
者
も
増
え
、
近
年
、

坐
禅
会
の
参
加
希
望
者
も
増
え

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
と
い

う
方
が
多
い
よ
う
で
す
。
し
か

し
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
が
古
か
っ

た
り
、
事
実
と
異
な
る
ケ
ー
ス

も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
私
自
身
、

幼
稚
園
団
体
の
仕
事
で
不
在
が

ち
の
為
、
電
話
に

よ
る
問
い
合
わ
せ

へ
の
応
対
も
支
障

が
出
が
ち
で
す
。

そ
こ
で
、
浄
国
寺

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
開
設
し
ま
し
た
。

『
曹
洞
宗

本
覚
山

浄

国
寺
』
で
検
索
を
か
け
れ

ば
出
る
と
思
い
ま
す
。
浄

国
寺
の
由
来
や
、
行
事
予

定
、
こ
の
通
信
も
掲
載
し

て
い
ま
す
。
一
度

ご
覧

戴
け
れ
ば
幸
い
で
す
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観
音
大
祭

墓
地
、
納
骨
堂
管
理
費

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設

身
辺
雑
記

「
現
代
型
う
つ
病
」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。
特
に
職
場
の
環
境

や
人
間
関
係
、
仕
事
の
状
態
等
が

引
き
金
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
う

つ
状
態
」
に
な
り
出
社
拒
否
や
仕

事
に
問
題
が
出
る
人
が
増
え
て
い
る
そ

う
で
す
。
従
来
型
の
鬱
と
は
、
発
症
の

形
や
病
状
が
違
う
の
で
「
現
代
型
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
種
の
病
は
、

脳
内
物
質
の
分
泌
と
関
係
が
深
い
そ
う

で
、
そ
れ
を
調
整
す
る
薬
の
投
与
が
治

療
法
の
主
の
よ
う
で
す
。
一
方
で
精
神

科
臨
床
医
の
中
に
は
西
欧
型
の
薬
物
療

法
に
加
え
て
、
東
洋
型
、
特
に
仏
教
の

発
想
を
も
と
に
人
間
の
心
の
動
き
を
考

え
、
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い

う
研
究
も
あ
る
よ
う
で
す
。
中
で
も
坐

禅
（
特
に
呼
吸
法
）
を
取
り
入
れ
た
療

法
も
実
際
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
坐
禅
に

参
加
さ
れ
る
方
に
も
、
そ
う
い
う
方
も

お
ら
れ
ま
す
。
医
学
的
な
事
は
分
か
り

ま
せ
ん
が
、
私
達
は
自
分
の
「
心
や
思

い
」
と
「
理
性
と
肉
体
」
の
関
係
性
に

つ
い
て
忘
れ
が
ち
に
な
る
よ
う
で
す
。

生
活
の
中
に
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
バ
ッ

ク
ボ
ー
ン
が
な
い
我
々
日
本
人
だ
か
ら

こ
そ
、
物
質
本
位
に
な
れ
ば
、
歯
止
め

が
効
か
な
く
な
り
そ
う
な
恐
怖
を
感
じ

る
時
も
あ
り
ま
す
。
景
気
回
復
と
言
っ

て
も
昔
と
同
じ
よ
う
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

更
に
貧
富
の
較
差
は
広
が
る
で
し
ょ
う
。

何
を
大
切
に
感
じ
る
か
？
そ
の
中
で
仏

教
の
智
慧
を
、
ど
う
生
か
し
て
い
く
の

か
、
問
わ
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

晋

山

式

浄国寺のＨＰ joukokuji.net/


