
●
３
月

１
０
日
（
日
）

「
雪
囲
い
は
ず
し
」

８
時
０
０
分
か
ら

●
３
月

１
１
日
（
月
）

「
涅
槃
会
・
日
蓮
聖
人
ご
降
誕
会
」

１
３
時
３
０
分
か
ら

●
３
月

２
０
日
（
祝
）

「
春
彼
岸
会
」

１
３
時
３
０
分
か
ら

●
３
月

３
０
日
（
土
）

「
千
部
会
準
備
・
掃
除
」

８
時
０
０
分
か
ら

●
３
月

３
１
日
（
日
）

「
千
部
会
・
付
施
餓
鬼
会
」

９
時
３
０
分
か
ら

強
欲
な
お
金
持
ち
の
話

昔
、
仏
が
世
に
お
で
ま
し
に
な
っ
た

こ
ろ
、
天
竺
の
舎
衛
城
に
、
盧
至
長
者

ろ

し

ち

ょ

う

じ

ゃ

と
い
う
大
金
持
ち
が
い
ま
し
た
。

昔
か
ら
、
「
降
る
雪
と
金
持
ち
の
心

は
積
も
る
に
つ
け
て
道
を
忘
る
る
」
と

か
申
し
ま
す
が
、

金
を
飽
き
る
こ
と

な
く
溜
め
る
ほ
ど
の
人
は
、
慳
貪
の
心

も
強
い
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
中
に
は

慈
善
の
事
業
も
し
た
り
、
布
施
の
心
を

忘
れ
な
い
り
っ
ぱ
な
人
も
お
ら
れ
ま
す

が
、
金
を
溜
め
な
が
ら
そ
れ
を
社
会
に

少
し
も
還
元
せ
ず
、
自
分
の
財
産
と
し

て
蓄
え
る
こ
と
に
の
み
汲
々
と
し
て
い

る
人
も
い
る
よ
う
で
す
。

こ
の
盧
至
長
者
と
い
う
の
が
、
ち
ょ

う
ど
そ
う
い
う
人
で
し
た
。
盧
至
長
者

は
、
山
ほ
ど
の
財
産
が
あ
る
癖
に
、
着

る
も
の
と
い
え
ば
破
れ
、
垢
じ
み
た
不

潔
な
も
の
ば
か
り
、
食
べ
る
物
と
い
え

ば
牛
馬
の
食
う
よ
う
な
も
の
で
、
や
っ

と
飢
え
を
し
の
い
で
い
る
よ
う
な
有
り

様
。
そ
し
て
自
ら
家
業
を
営
ん
で
、
せ
っ

せ
と
働
く
さ
ま
は
、
雑
役
に
使
わ
れ
る

人
と
ま
る
で
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
ほ
ど

の
財
産
家
に
な
っ
た
ら
、
召
使
い
同
様

に
働
く
必
要
は
な
く
、
楽
に
し
て
人
を

使
う
だ
け
で
い
い
の
に
、
こ
の
人
は
そ

う
で
な
い
か
ら
世
間
の
人
に
笑
わ
れ
て

い
た
と
あ
り
ま
す
。

よ
く
働
き
、
ぜ
い
た
く
を
せ
ず
、
爪

に
火
を
灯
す
よ
う
な
苦
労
を
し
て
倹
約

し
、

そ
れ
で
金
を
溜
め
る
の
が
ど
こ

が
悪
い
の
か
、
と
思
う
人
も
お
ら
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
そ
う
い

う
人
は
い
つ
の
時
代
で
も
、
「
そ
ん
な

に
稼
い
で
ど
う
す
る
の
？
」
と
軽
蔑
さ

れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
あ
る
時
、
城
中
の
人
々
が
国

を
あ
げ
て
の
祝
い
ご
と
を
迎
え
、
家
々

を
様
々
な
飾
り
も
の
で
か
ざ
り
、
町
中
、

花
と
香
水
の
薫
り
が
満
ち
あ
ふ
れ
、
い

た
る
と
こ
ろ
で
酒
宴
を
開
き
、
歌
舞
音

か

ぶ

楽
を
交
え
て
、
大
変
な
に
ぎ
わ
い
を
見

せ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
盧
至
長
者
が

見
て
、
う
ら
や
ま
し
く
思
い
、
「
お
れ

も
一
つ
、
そ
の
愉
快
な
こ
と
を
し
て
見

た
い
も
の
じ
ゃ
」
と
、
早
速
、
我
が
家

に
帰
り
、
ひ
そ
か
に
蔵
の
戸
を
開
け
、

ま
る
で
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り
た

き

よ

み

ず

よ
う
な
気
に
な
っ
て
、
五
銭
ほ
ど
の
金

を
持
ち
出
し
ま
し
た
。
今
の
金
に
し
た

ら
ど
う
で
し
ょ
う
、
千
円
か
二
千
円
く

ら
い
の
額
で
し
ょ
う
か
、
い
ず
れ
に
し

て
も
長
者
の
財
産
に
す
れ
ば
微
々
た
る

お
金
で
す
。

そ
の
時
、
「
も
し
我
が
家
で
食
事
を

す
る
と
な
れ
ば
、
こ
の
ぐ
ら
い
の
金
で

は
、
と
て
も
家
中
の
者
に
行
き
渡
ら
な

い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
他
人
の
家
に
行
っ

て
食
べ
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
そ
の
家
主

に
金
を
奪
わ
れ
な
い
も
の
で
も
な
い
か

ら
、
ど
こ
か
人
の
見
え
な
い
所
に
い
っ

て
、
こ
っ
そ
り
食
い
た
い
も
の
じ
ゃ
」

と
思
い
、
ま
ず
二
銭
の
金
で
パ
ン
を
買

い
、
ま
た
二
銭
で
酒
を
買
い
、
残
る
一

銭
で
青
物
を
買
い
、
家
の
中
に
あ
る
塩

を
ひ
と
つ
ま
み
取
り
出
し
、
そ
れ
を
着

物
の
裾
に
包
み
、
町
の
外
に
出
て
一
本

の
樹
の
下
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に

は
多
く
の
鳥
や
獣
が
い
て
、
奪
わ
れ
そ

う
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
た
ま
ら
ん

と
思
っ
て
場
所
を
買
え
、
墓
地
に
逃
げ

隠
れ
よ
う
と
し
た
所
、
ま
た
運
の
悪
い

こ
と
に
は
、
そ
こ
に
も
多
く
の
野
犬
が

い
ま
し
た
。

犬
に
噛
ま
れ
て
は
大
変

と
思
い
、
そ
こ
を
離
れ
て
物
静
か
な
所

に
行
き
、
持
っ
て
き
た
酒
の
中
に
シ
ョ

ウ
ガ
を
入
れ
、
パ
ン
と
青
物
に
塩
を
つ

け
て
、
酒
を
飲
み
、
ひ
と
り
で
楽
し
ん

で
い
る
の
を
、
天
上
の
帝
釈
天
に
見
ら

れ
た
の
で
す
。

→

裏
に
続
く

掟
光
寺
だ
よ
り

じ

ょ

う

こ

う

じ

令和６年
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盧
至
は
大
い
に
酔
っ
て
踊
り
だ
し
、

歌
を
歌
っ
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
、

天
に
も
昇
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ

て
「
お
れ
の
愉
快
な
気
持
ち
は
、
毘

沙
門
の
福
神
に
も
諸
天
帝
釈
に
も
優
っ

て
い
る
ぞ
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ

が
帝
釈
天
の
怒
り
を
買
い
、
「
こ
の

欲
張
り
め
、
人
に
隠
れ
て
こ
っ
そ
り
と

酒
を
飲
む
ば
か
り
か
、
お
ま
け
に
ワ

シ
を
罵
っ
て
い
や
が
る
。

ひ
と
つ
懲

ら
し
め
て
や
ら
ね
ば
」
と
、
通
力
自

在
の
帝
釈
ゆ
え
、
身
を
変
え
て
盧
至

の
す
が
た
と
な
り
、
本
物
の
盧
至
に

は
わ
か
ら
ぬ
よ
う
、
ひ
そ
か
に
彼
の

家
に
行
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
盧
至
の
父
母
妻
子
や
召

使
い
の
者
た
ち
を
集
め
て
、
「
私
が

こ
れ
ま
で
欲
張
り
根
性
の
強
か
っ
た

の
は
、
い
つ
も
そ
ば
に
ひ
と
り
の
慳

貪
の
鬼
が
付
き
ま
と
っ
て
い
た
せ
い

だ
。
こ
の
た
め
に
着
る
物
も
着
ず
、

食
う
物
も
食
わ
ず
、
家
内
親
族
に
も

何
も
与
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の

は
、
み
な
鬼
の
し
わ
ざ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
今
日
、
あ
る
所
に
出
か
け
た

所
、
お
釈
迦
様
の
弟
子
の
羅
漢
に
出

会
っ
た
。
す
る
と
羅
漢
の
申
さ
れ
る

に
は
、
『
そ
の
方
に
は
憑
き
物
が
し

つ

て
お
る
が
知
っ
て
い
る
の
か
』
と
言

わ
れ
て
、
『
一
向
に
存
じ
ま
せ
ん
』

と
答
え
る
と
、

羅
漢
様
は
『
知
ら
な

け
れ
ば
教
え
て
や
ろ
う
か
』

と
言
わ

れ
た
の
で
、
「
ど
う
ぞ
教
え
て
く
だ

さ
い
』
と
申
し
上
げ
た
。
そ
こ
で
羅

漢
様
は
、
『
お
前
は
ふ
た
り
と
い
な

い
施
し
嫌
い
、
欲
張
り
で
は
な
い
か
』

と
尋
ね
ら
れ
る
の
で
、
『
い
か
に
も

そ
う
で
す
。
な
ん
で
も
怪
し
く
て
、

欲
し
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
』
と
白
状

し
た
。
す
る
と
羅
漢
様
は
『
そ
う
で

あ
ろ
う
、
そ
の
は
ず
だ
。
そ
の
方
に

は
慳
貪
の
餓
鬼
と
い
う
妖
怪
が
付
い

て
お
る
」
そ
れ
で
び
っ
く
り
し
て
、

『
そ
の
鬼
を
落
と
す
方
法
が
あ
り
ま

す
か
』
と
尋
ね
た
所
、
「
そ
れ
は
私

の
法
力
を
も
っ
て
呪
文
を
誦
み
さ
え

す
れ
ば
、
直
に
落
ち
て
し
ま
う
』
と

申
さ
れ
る
の
で
、
「
ど
う
ぞ
落
と
し

て
く
だ
さ
い
』
と
頼
ん
だ
。
そ
こ
で

羅
漢
様
は
呪
文
を
誦
ん
で
お
加
持
さ

れ
た
の
で
、
即
座
に
鬼
は
我
が
身
を

離
れ
た
が
、
こ
の
鬼
は
最
も
よ
く
己

に
似
て
お
っ
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、

こ
の
鬼
め
が
戻
っ
て
く
る
か
も
し
れ

ぬ
。
も
し
こ
の
家
に
や
っ
て
来
た
ら
、

叩
き
出
し
て
し
ま
え
。
鬼
は
必
ず
偽
っ

て
、
『
わ
し
じ
ゃ
、
盧
至
じ
ゃ
』
と

言
う
に
違
い
な
い
が
、
決
し
て
真
に

受
け
て
は
な
ら
ぬ
。
門
番
は
、
鬼
が

や
っ
て
来
た
と
き
、
お
れ
の
合
図
が

あ
っ
た
な
ら
門
を
開
け
ろ
、
そ
れ
ま

で
は
開
く
で
な
い
ぞ
」
と
申
し
つ
け

ま
し
た
。
家
中
の
者
は
主
人
の
言
う

こ
と
だ
か
ら
当
然
信
じ
、
帝
釈
天
が

変
身
し
た
偽
の
盧
至
は
、
慳
鬼
の
除

い
た
祝
い
じ
ゃ
と
い
う
の
で
、

皆
に

大
い
に
御
馳
走
を
し
、
腹
一
杯
に
食

べ
さ
せ
た
。
家
の
者
は
普
段
飢
え
て

い
た
の
で
、
大
喜
び
を
し
て
食
傷
す

る
ま
で
食
べ
ま
し
た
。
帝
釈
天
は
ま

た
蔵
か
ら
あ
ら
ゆ
る
財
宝
・
衣
服
や

飾
り
物
を
出
し
て
、
家
中
の
者
ま
た

近
所
の
者
に
も
施
し
た
の
で
、
近
隣

は
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
本

当
の
盧
至
が
酔
い
を
覚
ま
し
て
、
我

が
家
の
門
に
近
づ
く
と
、
家
の
回
り

で
人
々
が
歌
え
や
踊
れ
や
の
大
騒
ぎ
、

こ
れ
は
何
事
だ
と
思
っ
て
ド
ン
ド
ン

と
戸
を
た
た
き
、
門
を
開
け
ろ
」
と

叫
ん
で
も
、
誰
も
応
じ
る
者
が
な
い
。

帝
釈
天
は
「
そ
れ
、
憑
き
物
の
鬼
が

戻
っ
て
き
た
。

追
い
出
し
て
し
ま
え
」

と
命
じ
、
家
中
の
者
か
ら
打
ち
叩
か

れ
て
、
ヒ
ド
イ
目
に
遭
い
ま
す
。

・
・
・
・
・

こ
の
話
は
も
っ
と
長
く
続
く
の
で
す

が
以
下
、
結
論
だ
け
申
し
ま
す
と
、

自
分
の
慳
貪
の
為
に
帝
釈
天
か
ら
罰

を
受
け
た
盧
至
は
、
王
様
に
願
い
出

て
、
自
分
こ
そ
本
当
の
盧
至
で
あ
る

と
決
め
て
も
ら
お
う
と
し
ま
す
が
、

帝
釈
天
が
な
り
す
ま
し
た
盧
至
も
そ
っ

く
り
な
た
め
、
真
偽
の
ほ
ど
が
分
か

ら
ず
、
つ
い
に
お
釈
迦
様
の
所
に
行
っ

て
、
本
物
の
盧
至
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
、
こ
れ
か
ら
は
慳
貪
の
心
を
捨

て
る
よ
う
に
諭
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
改
心
し
た
こ
と
で
慳
貪
の
業

に
よ
っ
て
餓
鬼
道
に
落
ち
る
こ
と
を

ま
ぬ
が
れ
、
家
族
に
も
優
し
く
な
っ

た
と
い
う
話
。

（
出
典

日
蓮
宗
葬
儀
・
年
回
・
行
事
法
話
集
）

お
金
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
、
そ
れ

を
人
の
為
に
使
お
う
と
せ
ず
、
ケ
チ

で
貪
欲
で
あ
れ
ば
、
知
ら
ず
知
ら
ず

に
心
に
餓
鬼
を
招
き
寄
せ
て
し
ま
う

と
い
う
の
は
、
昔
か
ら
よ
く
言
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
有
り
余

る
物
や
金
を
持
ち
な
が
ら
、
心
は
却
っ

て
餓
鬼
と
変
わ
ら
な
く
な
る
の
を
、

仏
教
で
は
「
有
財
餓
鬼
」
と
い
い
ま

う

ざ

い

が

き

す
。
盧
至
長
者
が
人
に
隠
れ
て
こ
っ

そ
り
飲
み
食
い
し
て
い
る
す
が
た
は
、

ま
さ
に
「
有
財
餓
鬼
」
で
す
。

足
る
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
富
め
ど

も
貧
し

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
あ
れ
ば

あ
る
、
な
け
れ
ば
な
い
で
自
分
の
外

の
こ
と
に
振
り
回
さ
れ
て
自
分
を
見

失
っ
て
い
る
の
が
餓
鬼
で
す
。

３
月
は
春
の
お
彼
岸
で
仏
道
修
行
の

時
期
で
す
。
自
ら
の
心
の
足
る
を
知

る
、
他
に
施
す
こ
と
を
心
が
け
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。


