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さ
て
、
今
年
の
干
支
は
「
癸
卯
（
み
ず
の
と

う
）
」
で
す

の
で
、
十
二
支
獣
は
ウ
サ
ギ
と
な
り
ま
す
。
十
二
支
獣
は
人
々

の
暮
ら
し
の
中
で
馴
染
み
の
あ
る
動
物
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
す
が
、
ウ
サ
ギ
は
古
く
か
ら
世
界
中
の
ほ
と
ん
ど
の

地
域
に
生
息
し
て
お
り
、
狩
猟
の
対
象
で
も
あ
り
ま
し
た
。

中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
生
息
し
て
い
た
ア
ナ
ウ
サ
ギ
を
食

肉
用
と
し
て
飼
育
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
陸
路
よ
り
早
い

移
動
が
で
き
る
船
が
普
及
し
て
く
る
と
、
航
海
中
の
食
料
を
調

達
す
る
手
段
と
し
て
、
停
泊
す
る
世
界
各
地
の
島
々
に
ウ
サ
ギ

を
輸
出
し
、
土
着
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
世

界
各
地
で
改
良
さ
れ
て
、
用
途
に
よ
っ
て
、
毛
用
種
、
肉
用
種
、

毛
皮
用
種
、
兼
用
種
、
愛
玩
用
種
な
ど
の
多
く
の
品
種
が
生
み

出
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
近
年
で
は
、
医
学
や
生
物
学
な
ど
の

各
分
野
の
研
究
・
実
験
用
と
し
て
も
飼
育
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
で
も
、
縄
文
時
代
の
貝
塚
か
ら
ウ
サ
ギ
の
骨
が
出
土
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
来
よ
り
狩
猟
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
明
治
時
代
に
は
、
ア
メ
リ
カ
や
中
国
か

ら
当
初
は
ペ
ッ
ト
用
と
し
て
輸
入
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
や
が

て
軍
の
防
寒
具
や
食
肉
と
し
て
飼
育
す
る
こ
と
を
政
府
が
奨
励

し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
終
戦
ま
で
飼
育
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。

現
在
、
日
本
に
は
、
北
海
道
に
エ
ゾ
ユ
キ
ウ
サ
ギ
と
エ
ゾ
ナ

キ
ウ
サ
ギ
、
本
州
・
四
国
・
九
州
に
ニ
ホ
ン
ウ
サ
ギ
、
特
別
天

然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
奄
美
大
島
の
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ

サ
ギ
が
生
息
し
て
い
ま
す
。

(

次
頁
へ
続
く)

事
を
柔
軟
に
見
据
え
て
。

年
が
明
け
て
早
く
も
一
ヶ
月
が
経
ち
、
本
格
的
な
一
年
の
節
目

で
あ
る
節
分
を
迎
え
ま
し
た
。
昨
年
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、

ち
ょ
う
ど
一
年
前
の
二
月
に
始
ま
っ
た
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ

の
軍
事
侵
攻
は
と
て
も
衝
撃
的
な
出
来
事
で
し
た
。
こ
れ
に
よ
り

世
界
経
済
は
縮
小
し
、
食
料
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
高
騰
し
ま
し
た
。

戦
争
が
長
引
く
に
つ
れ
私
た
ち
の
生
活
に
も
徐
々
に
そ
の
影
響
が

表
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
個
人
的
に
見
て
も
昨
年
は
事
故

や
病
気
と
い
っ
た
災
難
に
見
舞
わ
れ
た
方
が
少
な
く
な
か
っ
た
よ

う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
良
い
年
だ
っ
た
と
感
じ
る

人
も
、
悪
い
年
だ
っ
た
感
じ
る
人
も
、
与
え
ら
れ
た
時
間
は
皆
平

等
な
わ
け
で
す
か
ら
、
ど
ん
な
に
つ
ら
い
状
況
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
道
を
切
り
開
い
て
い
く
に
は
今
の
時
間
を
大
事
に
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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ウ
サ
ギ
の
知
恵
と
徳
に
感
激
し
た
帝
釈
天
は
ウ
サ
ギ
の
慈
悲
行

を
後
世
ま
で
語
り
継
ぐ
た
め
月
に
ウ
サ
ギ
を
描
い
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
月
の
影
は
、
ウ
サ
ギ
が
臼
を
つ
く
形
で
、
日
本

で
は
ウ
サ
ギ
が
餅
を
つ
い
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
古
代

中
国
で
は
不
老
不
死
の
薬
を
作
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
長
寿
の
ご
利
益
を
授
か
る
た
め
の
ウ
サ
ギ
の
縁
起
物
も

あ
り
ま
す
。

仏
教
で
も
薬
師
如
来
の
従
属
に
十
二
天
が
配
置
さ
れ
ま
す
が
、

そ
の
中
で
も
日
天
と
月
天
は
、
薬
師
如
来
の
脇
侍
と
し
て
、
そ

の
三
尊
を
並
べ
て
安
置
し
て
い
る
寺
院
も
多
く
あ
り
ま
す
。
そ

の
日
天
と
月
天
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
円
形
の
持
ち
物
が
あ
り
ま
す

が
、
日
天
の
持
ち
物
は
太
陽
を
表
し
、
太
陽
に
棲
む
カ
ラ
ス
・

金
烏(

き
ん
う)

が
描
か
れ
、
月
天
の
持
ち
物
は
月
を
表
し
、
月

に
棲
む
ウ
サ
ギ
・
玉
兎(

ぎ
ょ
く
と)

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
月

日
が
早
く
過
ぎ
て
い
く
た
と
え
の
「
烏
飛
兎
走
（
う
ひ
と
そ

う
）
」
と
い
う
成
句
の
語
源
は
こ
こ
か
ら
き
て
お
り
ま
す
。
日

本
で
は
、
月
も
縁
起
が
良
い
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
月
を
ツ
キ

と
と
ら
え
て
「
運
が
つ
く
」
と
し
、
月
に
描
か
れ
る
ウ
サ
ギ
も

縁
起
物
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
ウ
サ
ギ
が
多
く
生
息
す
る
地
域
で
は
、
ウ
サ
ギ
は

山
の
神
あ
る
い
は
山
の
神
の
使
い
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
愛
嬌
の
あ
る
ウ
サ
ギ
は
、
神
話
や
童
話
に

限
ら
ず
、
わ
ら
べ
う
た
や
漫
画
や
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と

し
て
も
数
多
く
登
場
し
、
私
た
ち
を
和
ま
せ
て
く
れ
る
存
在
で

も
あ
り
ま
す
。

(

次
頁
へ
続
く)

ウ
サ
ギ
は
非
常
に
繁
殖
力
が
高
く
多
産
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

子
孫
繁
栄
や
安
産
の
ご
利
益
が
あ
る
と
し
て
、
狛
ウ
サ
ギ
な
ど

を
祀
っ
た
り
、
縁
起
物
と
し
て
ウ
サ
ギ
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
御

守
な
ど
を
授
け
る
神
社
も
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ウ
サ
ギ
は
、

賢
く
親
し
み
や
す
い
こ
と
も
あ
り
、
「
鳥
獣
戯
画
」
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
に
擬
人
化
さ
れ
、
童
話
や
説
話
に
も
登
場
し
ま
す
。

古
事
記
に
出
て
く
る
「
因
幡
の
白
兎
」
の
神
話
で
は
、
傷
つ
い

た
ウ
サ
ギ
を
大
国
主
神
が
助
け
、
そ
の
後
、
大
国
主
神
は
稲
羽

の
八
上
比
賣
（
や
が
み
ひ
め
）
と
結
ば
れ
た
た
め
、
そ
の
白
兎

を
縁
結
び
の
神
と
し
て
祀
る
神
社
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ウ
サ

ギ
は
逃
げ
足
も
速
く
「
兎
」
が
「
免
」
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら

災
難
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
て
、
ア
メ
リ

カ
な
ど
で
は
、
不
思
議
な
力
が
宿
る
と
さ
れ
る
ウ
サ
ギ
の
後
ろ

足
は
、
魔
よ
け
・
幸
運
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
剥
製
化
し
た
も
の

を
お
守
り
と
し
て
携
帯
す
る
風
習
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
ア
ジ
ア
各
地
に
は
、
「
月
に
は
ウ
サ
ギ
が
い
る
」

と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
に
伝
わ
る
仏
教
説

話
の
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』
が
起
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
『
ジ
ャ
ー

タ
カ
』
は
お
釈
迦
様
や
そ
の
弟
子
の
前
世
物
語
で
、
お
釈
迦
様

が
ウ
サ
ギ
と
し
て
生
ま
れ
た
時
の
説
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
説

話
で
は
、
飢
え
た
バ
ラ
モ
ン
僧
が
森
の
中
で
動
物
た
ち
に
布
施

を
乞
う
と
、
何
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
ウ
サ
ギ
は
自
分
の
身
を

捧
げ
る
べ
く
焚
火
の
中
に
身
を
投
じ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
ウ

サ
ギ
は
火
傷
ひ
と
つ
す
る
こ
と
な
く
助
か
り
ま
す
。
実
は
こ
の

バ
ラ
モ
ン
僧
、
ウ
サ
ギ
の
修
行
の
成
果
を
試
し
に
来
た
帝
釈
天

の
化
身
だ
っ
た
の
で
す
。
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さ
て
、
通
常
は
「
干
支
（
え
と
）
」
と
ま
と
め
て
言
い
ま
す

が
、
正
し
く
は
「
十
干
十
二
支
（
じ
っ
か
ん
じ
ゅ
う
に
し
）
」

と
言
い
、
こ
れ
を
略
し
て
「
干
支
（
か
ん
し
）
」
と
言
い
ま
す
。

そ
し
て
今
年
の
十
二
支
の
「
卯
」
は
、
「
子
」
か
ら
始
ま
り

「
亥
」
で
終
わ
る
干
支
の
十
二
進
法
の
第
四
番
目
で
あ
り
、
そ

の
文
字
は
門
を
押
し
開
け
て
中
に
入
り
込
む
様
、
あ
る
い
は
土

を
割
っ
て
新
芽
が
出
て
く
る
様
を
表
し
て
お
り
、
草
木
が
「
茂

る
」
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
ま
た
、
「
卯
」
を
季
節
に
当
て
は

め
る
と
ち
ょ
う
ど
三
月
か
ら
四
月
で
、
春
の
陽
気
で
芽
吹
い
た

草
木
が
伸
長
し
て
い
く
時
期
と
な
り
ま
す
。

前
年
の
「
寅
」
も
、
新
芽
が
ス
ク
ス
ク
と
伸
長
し
て
い
く
勢

い
を
表
し
ま
す
が
、
「
寅
」
は
厳
し
い
寒
さ
の
中
で
緊
張
し
た

気
で
す
。
こ
れ
に
対
し
「
卯
」
は
少
し
違
っ
て
、
土
の
中
か
ら

出
て
き
た
新
芽
が
太
陽
の
光
を
浴
び
て
、
寒
さ
か
ら
の
緊
張
が

解
け
て
大
地
に
の
び
の
び
と
生
い
茂
っ
て
い
く
気
と
な
り
ま
す
。

十
二
支
の
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
に
は
、
十
二
支
獣
と
し
て
出
て

く
る
動
物
の
意
味
は
本
来
な
い
の
で
す
が
、
「
卯
」
に
ウ
サ
ギ

を
当
て
た
の
は
お
そ
ら
く
、
ウ
サ
ギ
が
春
の
陽
気
の
中
、
巣
穴

か
ら
飛
び
出
し
て
い
く
様
が
、
土
の
中
を
割
っ
て
出
て
き
た
新

芽
が
ス
ク
ス
ク
と
伸
び
て
い
く
と
い
う
「
卯
」
の
持
つ
意
味
合

い
と
、
そ
し
て
ウ
サ
ギ
の
柔
軟
な
動
き
と
新
芽
が
多
方
向
に
広

が
り
な
が
ら
伸
び
て
い
く
柔
軟
性
が
合
致
し
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
十
干
の
「
癸
（
み
ず
の
と
）
」
は
、
五
行
（
木
火

土
金
水
）
の
中
の
水
で
、
「
甲
（
き
の
え
）
」
か
ら
始
ま
り

「
癸
（
み
ず
の
と
）
」
で
終
わ
る
干
支
の
十
進
法
の
最
後
の

十
番
目
に
あ
た
り
、
「
揆
（
は
か
る
）
」
を
語
源
と
し
ま
す
。

種
子
の
核
の
中
で
発
芽
の
時
期
を
は
か
り
待
っ
て
い
る
意
味
で

す
。以

上
の
こ
と
か
ら
、
今
年
は
厳
し
い
冬
を
乗
り
越
え
て
、
茂

る
ほ
ど
に
ス
ク
ス
ク
と
成
長
し
て
い
く
年
と
言
え
ま
す
し
、
今

に
も
飛
び
出
さ
ん
と
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
ジ
ッ
と
う
か
が
う

よ
う
な
年
と
も
言
え
ま
す
。

ま
た
、
卯
年
は
、
「
卯
は
跳
ね
る
」
と
い
う
格
言
の
通
り
、

景
気
も
上
向
き
に
な
る
傾
向
が
あ
り
、
よ
く
飛
躍
、
向
上
の
年
、

新
し
い
こ
と
を
始
め
る
の
に
良
い
年
と
さ
れ
ま
す
が
、
兎
に
も

角
に
も
常
日
頃
か
ら
準
備
を
怠
ら
ず
脚
力
を
身
に
つ
け
て
お
か

な
け
れ
ば
、
い
ざ
と
い
う
時
に
思
う
よ
う
に
飛
躍
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
の
「
ウ
サ
ギ

と
カ
メ
」
の
教
訓
の
よ
う
に
自
分
の
能
力
を
過
信
し
、
油
断
す

れ
ば
何
事
も
う
ま
く
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
ウ
サ
ギ
の
持
つ
穏

や
か
さ
と
柔
軟
な
性
質
、
知
恵
と
徳
を
身
に
つ
け
て
こ
そ
、
真

に
飛
躍
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

特
に
こ
こ
数
年
で
私
た
ち
の
働
き
方
や
生
活
環
境
も
急
速
に

変
わ
っ
て
き
て
、
個
々
の
価
値
観
も
多
様
化
が
進
む
中
、
今
ま

で
の
常
識
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
柔
軟
な
対
応
が
一
層
求

め
ら
れ
る
時
代
と
な
り
ま
し
た
。
西
洋
占
星
術
で
も
一
昨
年
よ

り
、
物
質
的
な
も
の
が
重
要
視
さ
れ
る
「
土
の
時
代
」
か
ら
、

目
に
見
え
な
い
も
の
が
重
要
視
さ
れ
る
「
風
の
時
代
」
に
移
っ

た
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
今
、
社
会
の
動
き
も
リ

モ
ー
ト
ワ
ー
ク
や
情
報
の
ク
ラ
ウ
ド
化
な
ど
へ
と
シ
フ
ト
し
て

き
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
は
個
々
の
精
神
的
な
面
も
重
要
視
さ
れ

て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

(

次
頁
へ
続
く)
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ウ
サ
ギ
は
長
い
耳
で
情
報
を
捉
え
る
こ
と
に
長
け
て
い
る
と

言
わ
れ
ま
す
。
私
も
周
り
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
見
通
し

を
し
っ
か
り
立
て
て
、
ゴ
ー
ル
を
ま
っ
す
ぐ
目
指
し
て
歩
ん
で

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
年
も
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

合
掌

令
和
五
年
癸
卯

住
職

浦
郷

宜
右
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