
今
年
は
、
い
つ
ま
で
も
寒

い
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、

昨
日
（
四
日
）
か
ら
、
急
に

気
温
が
上
が
り
、
春
め
い
た

き
ま
し
た
。
寒
暖
の
差
が
大

き
い
と
体
調
が
崩
れ
が
ち
に

な
り
ま
す
。
皆
様
方
、
ど
う

ぞ
、
お
気
を
つ
け
下
さ
い
。

今
年
も
例
年
通
り
に
右
記

の
日
程
で
春
の
お
彼
岸
の
先

祖
供
養
法

要
を
行
い

ま
す
。
当

山
で
は
、

壇
信
徒
の

方
の
ご
先

祖
様
の
供

養
の
法
要

を
春
の
お

彼
岸
と
七
月
の
お
盆
供
養
と

し
て
の
施
餓
鬼
法
要
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
、

四
月
二
十
九
日
（
昭
和
の
日
）

に
本
堂
に
祀
っ
て
お
り
ま
す

「
谷
汲
観
音
像
」
と
そ
の
作

者
で
あ
る
松
本
喜
三
郎
翁
の

の
観
音
際
と
墓
前
祭
、
秋
に

は
「
い
ま
、
心
に
Ｚ
Ｅ
Ｎ
」

と
題
し
て
特
に
生
き
て
い
く

指
針
と
し
て
の
仏
教
と
禅
の

講
演
会
プ
ラ
ス
寺
に
親
し
ん

で
貰
い
た
く
音
楽
会
を
合
体

さ
せ
た
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て

い
ま
す
。

昨
年
の
彼
岸
は
、
熊
本
大

地
震
の
復
興
を
祈
念
し
て
、

通
常
の
法
話
で
な
く
大
人
の

紙
芝
居
を
岐
阜
県
の
宮
地
直

樹
老
師
を
拝
請
し
て
行
っ
て

貰
い
ま
し
た
。
今
年
は
、
隣

の
植
木
町
の
瑞
泉
寺
の
副
住

職
で
あ
る
柏
木
晟
孝
師
に
お

願
い
し
て
法
話
を
一
座
設
け

て
い
ま
す
。
師
は
寺
の
出
身

で
は
な
く
、
結
婚
を
機
に
禅

の
道
に
入
り
出
家
し
、
長
崎

の
修
行
道
場
で
修
行
を
積
み
、

曹
洞
宗
の
僧
侶
と
な
ら
れ
ま

し
た
。
出
家
前
は
、
音
楽
関

係
の
仕
事
を
さ
れ
て
い
て
、

私
は
、
そ
の
頃
か
ら
彼
と
知

己
を
得
て
い
ま
し
た
。
彼
は
、

今
の
時
代
こ
そ
人
の
生
活
に

仏
教
の
発
想
が
必
要
で
は
な

い
か
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ

う
で
（
こ
の
点
、
私
も
同
様

で
す
）
、
お
寺
の
一
部
を
改

装
し
「
テ
ラ
コ
ヤ
」
と
言
う

施
設
を
作
り
、
地
域
や
、
特

に
こ
ど
も
達
の
交
流
の
場
を

作
り
頑
張
っ
て
活
動
さ
れ
て

い
ま
す
。
私
の
晋
山
式
の
時

も

一
所
懸
命
に
手
伝
っ
て
頂
き

ま
し
た
。
新
し
い
視
点
か
ら

の
お
話
し
が
聞
け
る
の
で
は

な
い
か
と
私
も
楽
し
み
に
し

て
い
ま
す
。
因
み
に
彼
の
お

寺
ー
瑞
泉
寺
は
俳
人
・
種
田

山
頭
火
が
一
時
住
ん
で
い
た

と
こ
ろ
と
し
て
も
有
名
で
す
。

一
昨
年
の
案
内
状
と
し
て

出
し
た
通
信
（
第
二
一
号
）

昨
年
の
案
内
状
（
第
二
三
号
）

に
お
彼
岸
の
由

来
に
つ
い
て
書

き
ま
し
た
が
、

再
度
視
点
を
変

え
て
触
れ
た
い

と
思
い
ま
す
。

彼
岸
と
は
、
こ

ち
ら
側
の
世
界

が
苦
し
み
に
満

ち
て
い
る
此
岸

で
あ
る
の
に
対

し
て
の
向
こ
う

岸
（
彼
の
岸
）

つ
ま
り
煩
悩
や

苦
し
み
か
ら
解

放
さ
れ
た
心
静
か
な
世
界
＝

仏
の
世
界
を
指
し
て
い
ま
す
。

原
語
の
音
訳
で
言
え
ば
、
彼

岸
は
ニ
ル
バ
ー
ナ
（
音
訳
で

涅
槃
）
、
此
岸
は
シ
ャ
ー
バ

（
音
訳
で
娑
婆
、
意
味
は
忍

土
）
に
な
り
ま
す
。

「
涅
槃
」
と
か
「
成
仏
」

と
言
え
ば
、
一
般
に
死
後
の

世
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
方

が
多
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

お
釈
迦
様
は
死
後
の
世
界
に

つ
い
て
説
か
れ
た
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
「
娑
婆
即
涅
槃
」

「
涅
槃
即
娑
婆
」
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
涅
槃
＝
彼
岸
は
、

こ
こ
よ
り
外
の
ど
こ
か
に
存

在
す
る
訳
で
は
な
い
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
、
人

間
の
煩
悩
や
苦
し
み
は
人
間

の
肉
体
や
感
覚
器
官
に
由
来
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平
成
三
十
年

春
季
彼
岸
会
法
要

浄
国
寺
春
季
彼
岸
会

日
時

平
成
三
十
年
三
月
二
十
四
日
（
土
）

午
前
十
一
時
よ
り

春
季
彼
岸
壇
信
徒
総
供
養

供
養

了
っ
て
法
話

熊
本
市
北
区
植
木
町
味
取

瑞
泉
寺

副
住
職

柏
木

晟
孝

宗
師

※
師
は
二
月
十
六
日
付
け
の
熊
日
新
聞
に
於
い
て
「
テ
ラ
コ
ヤ
」
の
主
宰
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

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
3

春
彼
岸
法
要
の
御
案
内



す
る
も
の
が
多
い
の
は
事
実
で

す
。
そ
の
容
れ
物
つ
ま
り
肉
体

い

か
ら
解
放
さ
れ
れ
ば
苦
し
み
の

原
因
も
減
る
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
何
よ
り
も
苦
し
み
を
倍
加

さ
せ
て
い
る
の
は
、
私
達
の
意

識
や
頭
で
作
っ
た
考
え
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
今
、

こ
こ
に
生
き
て
い
る
事
、
こ
の

現
実
を
大
事
に
し
て
、
よ
り
良

く
生
き
る
努
力
を
す
る
事
が
必

要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

今
、
こ
の
時

呼
吸
し
て
い
る

事
、
食
べ
て
い
る
事
、
話
を
し

て
い
る
事
、
つ
ま
り
生
き
て
い

る
こ
の
一
瞬
を
大
事
に
し
て
生

き
る
事
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
事
を
伝
え
て
い
る
の
が
仏

道
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

昔
は
、
一
所
懸
命
に
生
き
て
、

天
候
に
左
右
さ
れ
な
が
ら
も
額

に
汗
し
て
農
作
業
に
励
み
、
そ

の
結
果
と
し
て
で
き
た
作
物
を

仏
様
と
自
分
を
生
み
、
育
て
て

く
れ
た
ご
先
祖
様
に
感
謝
し
な

が
ら
お
供
え
を
す
る
風
習
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
現
在
も

残
っ
て
い
る
春
と
秋
の
お
彼
岸

の
風
習
の
由
来
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
グ
ロ
ー

バ
リ
ズ
ム
の

影
響
か
、
近

年

全
て
の

価
値
を
金
銭

に
換
算
し
て

し
ま
う
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
得
ら
れ

た
対
価
は
、
全
て
自
分
の
み
が

報
酬
と
し
て
獲
得
す
る
も
の
だ

と
考
え
が
ち
で
す
。
自
ら
を
利

す
る
こ
と
で
他
も
利
す
る
、
自

他
を
必
要
以
上
に
分
け
る
必
要

は
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

赤
ん
坊
の
笑
顔
は
、
無
条
件
に

人
の
心
を
和
ま
せ
ま
す
。
そ
こ

に
金
銭
も
利
益
も
あ
り
ま
せ
ん
。

必
要
以
上
に
算
盤
勘
定
に
走
ら

な
い
よ
う
に
戒
め
る
た
め
に
も
、

た
ま
に
は
、
今
生
き
て
い
る
事

を
実
感
し
て
み
る
、
命
を
生
み

出
し
た
ご
先
祖
様
の
事
を
考
え

て
み
る
時
間
が
必
要
じ
ゃ
な
い

で
し
ょ
う
か
？
お
寺
と
仏
教
が
、

そ
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

こ
の
十
年
ほ
ど
続
け
て
き
た

企
画
で
す
。
や
っ
と
定
着
し
て

き
た
よ
う
で
す
。
近
年

少
し

ず
つ
坐
禅
を
し
て
み
た
い
と
参

禅
会
に
参
加
さ
れ
る
方
が
増
え

て
き
た
の
と
シ
ン
ク
ロ
す
る
よ

う
に
イ
ベ
ン

ト
の
参
加
者

も
増
え
て
い

ま
す
。
現
在
、

私
が
講
師
を

務
め
て
い
る

リ
ビ
ン
グ
カ

ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
（
ゆ
め
タ

ウ
ン
浜
線
）
の
「
坐
禅
と
禅
語
」

講
座
の
参
加
者
も
増
え
て
い
ま

す
。
多
分
、
今
の
閉
塞
し
た
社

会
状
況
に

多
く
の
人
が
息
苦

し
さ
を
感
じ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
二
極
化
が
ま
す
ま
す
進
行

し
て
い
る
日
本
社
会
で
金
銭
獲

得
だ
け
に
目
標
設
定
し
て
も
空

し
い
（
お
金
は
あ
る
に
超
し
た

事
は
あ
り
ま
せ
ん
が
）
現
実
が

心
の
安
定
を
求
め
さ
せ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。
坐
禅
と
ま
で
は

行
か
な
く
て
も
、
た
ま
に
は
、

お
寺
に
立
ち
寄
っ
て
静
か
に
深

呼
吸
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
一
銭

に
も
な
り
ま
せ
ん
が
、
何
だ
か

ホ
ッ
と
す
る
一
時
を
得
る
事
が

で
き
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
昨

年
十
一
月
の
イ
ベ
ン
ト
は
、

「
い
す
坐
禅
」
の
方
法
に
つ
い

て
話
を
し
ま
し
た
。
恒
例
の

「
お
寺
で
ジ
ャ
ズ
」
コ
ー
ナ
ー

は
今
回
三
度
目
に
な
るBass

T
alk

の
素
敵
な
演
奏
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
リ
ー
ダ
ー
の
鈴
木
さ
ん

が
古
希
、
ピ
ア
ノ
と
フ
ル
ー
ト

が
還
暦
の
高

齢
者
バ
ン
ド

で
す
が
、
情

熱
と
円
熟
の

バ
ラ
ン
ス
の

取
れ
た
素
敵

な
演
奏
で
し

た
。
今
年
も

同
じ
メ
ン
バ
ー
で
来
て
く
れ
る

予
定
で
す
。
音
楽
三
昧
の
世
界

に
浸
る
の
も
良
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
多
分
、
講
演

会
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
様
と

の
対
談
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

人
は
不
完
全
で
す
。
だ
か
ら

宗
教
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
宗

教
同
士
が
お
互
い
に
敬
意
を
持
っ

て
理
解
す
る
事
が
出
来
れ
ば
争

い
は
無
く
な
る
の
で
は
無
い
か

と
思
っ
て
ま
す
。
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身
辺
雑
記

私
も
今
年
は
還
暦
だ
。
あ
っ
と
い
う

間
と
言
う
気
も
す
る
が
、
身
体
の
息
切

れ
も
隠
せ
な
い
。
肝
臓
の
前
科
持
ち
だ

か
ら
、
ど
こ
ま
で
持
つ
か
は
分
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
生
き
て
い
る
限
り
は
精

一
杯
生
き
て
い
き
た
い
。
た
だ
、
園
長

と
し
て
幼
子
と
接
し
て
い
る
と
、
こ
の

子
達
が
迎
え
る
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会

に
大
き
な
不
安
を
感
じ
る
。
特
に
バ
ブ

ル
以
降
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト

の
劣
化
は
暗
澹
た
る
気
持
ち
に
さ
せ
ら

れ
る
。
心
あ
る
学
者
は
、
幼
児
期
の
教

育
（
施
設
と
家
庭
の
両
方
）
の
重
要
性

を
説
き
、
日
本
の
こ
の
分
野
で
の
後
進

性
を
訴
え
て
き
た
。
や
っ
と
幼
児
教
育

の
無
償
化
が
俎
上
に
乗
っ
た
か
と
思
え

ば
、
消
費
税
の
値
上
げ
材
料
の
ネ
タ
に

さ
れ
、
い
つ
の
間
に
か
子
育
て
支
援
策

に
す
り
替
え
ら
れ
、
母
親
の
働
か
せ
方

改
悪
の
道
具
に
な
る
。
母
親
は
、
い
か

に
安
く
長
時
間
、
我
が
子
を
預
け
る
事

が
で
き
る
か
の
方
法
開
拓
に
情
熱
を
注

ぐ
。
残
っ
た
僅
か
な
金
銭
は
、
大
人
の

自
己
確
認
と
自
己
実
現
に
使
わ
れ
、
子

ど
も
は
冷
凍
食
品
と
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

の
毎
日
だ
。
認
定
こ
ど
も
園
に
な
り
、

約
一
年
が
過
ぎ
た
。
「
う
ち
は
、
子
ど

も
の
為
の
施
設
で
あ
り
、
親
の
福
利
の

た
め
の
機
能
は
付
加
部
分
だ
」
と
訴
え

続
け
て
い
る
。
こ
の
こ
ど
も
達
だ
け
は
、

金
が
な
く
て
も
た
く
ま
し
く
幸
せ
な
日
々

が
送
れ
る
子
ど
も
に
な
っ
て
貰
い
た
い
。

そ
れ
が
今
の
私
の
最
後
の
使
命
か
な
？
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今

こ
こ
ろ
に
Ｚ
Ｅ
Ｎ

定
例
木
曜
坐
禅
会

毎
週
木
曜
日

午
後
八
時
よ
り

当
山
本
堂
に
て

一
炷（
約
四
十
分
）坐
禅
を
し
て
、仏
教
や
禅
の
著
述
に
関
す
る
話（
約

ち
ゅ
う

二
十
分
）。今
は「
佛
遺
教
経（
八
大
人
覚
）」。
会
費・
会
則
一
切
な
し
、

初
め
て
の
方
は
ご
連
絡
下
さ
い
。

平
成
三
十
年

浄
国
寺
予
定

四
月
二
十
九
日
（
日

）
午
後
二
時

松
本
喜
三
郎

墓
前
祭

喜
三
郎
翁

追
悼
供
養

谷
汲
観
音
供
養

そ
の
他

七
月
三
日
（
火
）
午
前
十
一
時

施
餓
鬼
会
法
要

お
盆
壇
信
徒
先
祖
総
供
養

十
一
月
十
日
（
土
）
午
後
六
時

「
い
ま

心
にZEN

」

仏
教
講
演
会

記
念
音
楽
会

鈴
木
良
雄
＆Bass

Talk


