
　

２
０
２
３
年
（
令
和
５
年
）
は
「
癸
（
み
ず
の
と
）

卯
（
う
）」
と
い
う
年
に
当
た
り
ま
す
。
か
つ
て
は
時

間
や
方
角
を
干
支
で
表
し
て
い
ま
し
た
。
卯
の
刻
は

午
前
６
時
の
前
後
１
時
間
ず
つ
の
約
２
時
間
。
卯
の

方
角
は
東
。
卯
の
月
は
新
暦
の
３
月
頃
。「
癸
」
は

大
地
を
潤
す
雨
や
霧
に
例
え
ら
れ
発
芽
の
準
備
を
し

て
待
つ
状
態
、「
卯
」
は
左
右
に
開
か
れ
た
門
の
形

か
ら
出
来
た
と
言
わ
れ
て
お
り
閉
じ
て
い
た
門
が
開

き
「
と
び
出
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
草
木
が
地

上
に
萌
え
出
し
地
面
を
お
お
う
こ
と
を
こ
と
を
表
し

て
い
ま
す
。
卯
（
う
さ
ぎ
）
は
穏
や
か
で
温
厚
な
性

質
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
家
内
安
全
」
ま
た
、
そ
の
跳

躍
す
る
姿
か
ら
「
向
上
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
他
に
も
古
来
う
さ
ぎ
は
神
の

使
者
と
さ
れ
予
言
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
と
の
言

い
伝
え
も
あ
り
ま
す
。

　

何
気
な
く
見
上
げ
た
夜
空
を
眺
め
れ
ば
輝
く
月
に

黒
っ
ぽ
い
模
様
「
月
の
う
さ
ぎ
」
が
目
に
入
り
ま
す
。

「
兎
、
兎
な
に
み
て
跳
ね
る
十
五
夜
お
月
さ
ん
見
て

跳
ね
る
」（
童
謡
う
さ
ぎ
）
影
は
月
の
中
で
兎
が
餅

を
つ
い
て
い
る
姿
で
す
。
玄
奘
三
蔵
の
『
兎
王
本
生

譚
』
の
飢
え
た
老
人
に
施
し
を
し
よ
う
と
炎
に
飛
び

込
ん
で
焼
け
焦
げ
た
野
兎
の
お
話
は
、『
今
昔
物
語

集
』
の
巻
五
第
十
三
話
「
今
は
昔
、
天
竺
に
兎
・
狐
・

猿
、
三
の
獣
あ
り
て
、
共
に
誠
の
心
を
発
し
て
菩
薩

の
道
を
行
ひ
け
り
」
と
焼
身
し
た
兎
。
兎
の
捨
身
の

心
慈
悲
行
、
月
の
兎
が
生
ま
れ
た
話
で
す
。
国
宝

「
鳥
獣
人
物
戯
画
」（
平
安
時
代
後
期
）
で
は
当
時
の

世
相
を
反
映
し
て
動
物
や
人
物
を
戯
画
的
に
描
い
た

も
の
で
す
。
ウ
サ
ギ
や
カ
エ
ル
な
ど
擬
人
化
さ
れ
て

ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
か
れ
て
１
０
３
匹
の
動
物
が
野
山

を
謳
歌
し
て
い
ま
す
が
、
野
う
さ
ぎ
が　

羽
と
絵
巻

４１

の
主
役
で
す
ね
。

　
「
か
ち
か
ち
山
」（
室
町
末
期
）「
因
幡
の
白
兎
」
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会
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場

２
０
２
３
年（
令
和
５
年
）兎
年
に
つ
い
て
邇

田
川　
修
司
（
東
京
）

（
古
事
記
）「
兎
と
亀
」「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」

「
ピ
ー
タ
ー
ラ
ビ
ッ
ト
の
お
話
」「
ナ
イ
ン
チ
ェ
」

（
ミ
ッ
フ
ィ
ー
、
う
さ
こ
ち
ゃ
ん
）
等
う
さ
ぎ
の
物

語
が
沢
山
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
「
兎
追
い
し

か
の
山
〜
」（
故
郷
）「
ソ
ソ
ラ
、
ソ
ラ
、
ソ
ラ
、
う

さ
ぎ
の
ダ
ン
ス
〜
」（
う
さ
ぎ
の
ダ
ン
ス
）「
な
ん
と
、

お
っ
し
ゃ
る
、
う
さ
ぎ
さ
ん
、
そ
ん
な
ら
お
ま
え
と

か
け
く
ら
べ
〜
」（
う
さ
ぎ
と
か
め
）「
待
ち
ぼ
う
け
、

そ
こ
に
兎
が
と
ん
で
出
て
、
こ
ろ
り
こ
ろ
げ
た
木
の

ね
っ
こ
〜
」（
待
ち
ぼ
う
け
）「
大
き
な
ふ
く
ろ
を
〜

大
黒
さ
ま
が
〜
白
う
さ
ぎ
皮
を
む
か
れ
て
あ
か
は
だ

か
」（
因
幡
の
白
兎
）
皆
さ
ん
は
こ
れ
ら
の
歌
を
一

度
は
口
ず
さ
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
う
さ
ぎ
の
諺
で
は
、「
兎
の
耳
」
人
の

隠
し
事
や
う
わ
さ
話
を
巧
み
に
聞
き
出
す
こ
と
「
兎

の
字
」
免
職
さ
れ
る
こ
と
「
兎
の
毛
で
突
く
」
き
わ

め
て
小
さ
い
こ
と
の
た
と
え
「
兎
に
角
」
何
は
と
も

あ
れ
「
兎
と
亀
」
自
己
の
お
ご
り
か
ら
失
敗
を
招
か

ぬ
よ
う
に
心
し
た
い
も
の
「
兎
走
烏
飛
」
あ
っ
と
い

う
間
に
月
日
が
過
ぎ
て
い
く
「
兎
起
鳧
挙
」
並
外
れ

て
素
早
い
こ
と
「
鳶
目
兎
耳
」
情
報
を
集
め
る
能
力

の
高
い
人
の
こ
と
「
脱
兎
の
如
し
」
非
常
に
速
い
こ

と
の
た
と
え
。「
二
兎
を
追
う
者
は
一
兎
を
も
得
ず
」

ど
ち
ら
も
手
に
入
れ
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
の
た
と
え
。

株
式
相
場
で
は
「
卯
は
跳
ね
る
」
と
い
う
格
言
が
あ

り
ま
す
。
卯
年
に
は
景
気
が
上
向
い
た
り
回
復
す
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
年
の
経
済
活
動
は
期
待
で

き
そ
う
で
す
ね
。
諺
に
は
、
鋭
い
風
刺
や
教
訓
・
知

識
な
ど
が
沢
山
含
ん
で
い
て
不
思
議
に
人
を
引
き
付

け
る
力
が
あ
り
ま
す
。
干
支
に
つ
い
て
の
こ
と
わ
ざ

と
か
格
言
と
か
お
話
等
を
ま
と
め
る
事
を
行
っ
て
み

ま
し
た
。
そ
の
誕
生
は
古
く
そ
し
て
長
く
語
り
継
が

れ
て
き
た
歴
史
や
教
訓
な
ど
色
々
な
事
柄
が
沢
山
あ

り
ま
す
。

　

最
近
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
や
ロ
シ
ア
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
な
ど
が
世
界
中
を
大
き
く
変
え
て
い

ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
背
景
が
人
々
の
価
値
観
な

ど
を
大
い
に
変
え
て
い
ま
す
。
先
の
見
通
し
の
付
き

に
く
い
大
変
な
状
況
で
す
が
こ
れ
ら
の
事
が
早
く
収

束
に
向
か
い
安
心
・
安
全
な
生
活
が
来
る
日
々
を
願

っ
て
い
ま
す
。

（
兎
・
う
さ
ぎ
の
こ
と
わ
ざ
に
興
味
の
あ
る
方
は
、
事

務
局
に
連
絡
を
く
だ
さ
れ
ば
興
味
あ
ふ
れ
る
資
料
を

提
供
し
ま
す
。）
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