
丑
寅
勤
行
に
つ
い
て
考
え
る

（平
成
四
年

一
月

一
日
ｍ
６０
号

「
正
信
会
報
」
に
掲
載
さ
れ
た

も
の
に
大
幅
加
筆
）

廣
　
田
　
頼
　
道

丑
寅
勤
行
を
は
じ
め
た
理
由

一
九
八
六
年
十
月

一
日
よ
り
、
私
は
、
毎
月
の
一
日
、
七
日
、

十
三
日
、
十
五
日
の
計
四
日
間
だ
け
、
丑
寅
勤
行
を
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

一
日
の
報
恩
は
、
現
在
で
は
、
御
経
日
と
称
し
て
先
祖
の
塔
婆

供
養
の
為
の
日
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
元
旦

一
日
に
丑

寅
勤
行
を
し
て
新
年
を
迎
え
る
よ
う
に
、
本
因
妙
の
信
仰
の
志
に

立
ち
還

っ
て
報
恩
の
為
に
行
う
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

七
日
は
、
開
山
第
二
祖
日
興
上
人
の
御
報
恩
。

十
三
日
は
、
宗
祖
大
聖
人
の
御
報
恩
。

十
五
日
は
、
第
二
祖
日
目
上
人
の
御
報
恩
。

昔
か
ら
、
こ
の
四
日
間
は
、
本
山
大
石
寺
の
塔
中
、
満
山
の
出

仕
出
来
る
住
職
全
て
が
、
丑
寅
勤
行
に
列
席
す
る
衆
会

（し
か
い
）

と
し
て
、
現
代
迄
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

毎
日
丑
寅
勤
行
を
す
る
こ
と
は
、
毎
日
の
予
定
や
、
精
神
力
、

体
力
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
無
理
だ
と
思
い
、
せ
め
て
も
こ
の
四
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日
間
の
富
士
門
に
と

っ
て
大
切
な
日
だ
け
は
、
報
恩
の
為
に
行
な

い
た
い
と
考
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

加
え
て
、
私
は
、
正
信
会
と
い
う

一
つ
の
組
織
も
、
常
に
大
聖

人
の
本
因
妙
の
信
仰
に
立
ち
還
ろ
う
と
す
る
不
断
の
精
進
を
し
な

い
限
り
、
何
年
か
し
て
行
く
内
に
、
信
徒
の
人
数
、
勢
力
を
中
心

に
考
え
る
、
覇
権
主
義
的
な
意
識
、
方
向
に
向

っ
て
行
く
よ
う
に

思
え
、
今

一
度
、
雑
事
雑
念
に
流
れ
や
す
い
、
朝
夕
の
勤
行
で
は

な
く
、
法
門
上
大
切
な
、
丑
寅
の
刻
に
勤
行
を
し
、
ど
の
よ
う
な

信
仰
の
姿
勢
を
大
切
に
し
て
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
、
御

本
尊
様
の
前
に
、
小
さ
な
自
分
を
キ
チ
ン
と
置
い
て
、
逃
げ
る
こ

と
な
く
、
自
分
を
見

つ
め
直
そ
う
、
成
道
の
刻
に
自
分
を
置
い
て
、

考
え
直
し
て
み
よ
う
と
思

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

二

つ
目
に
、
正
し
い
相
承
の
儀
を
経
ず
し
て
、
貫
主
を
詐
称
し

て
い
る
阿
部
日
顕
師
に
対
し
て
、

「
丑
寅
勤
行
を
さ
ぼ
っ
て
い
る

、

花
見
に
浮
か
れ
て
丑
寅
を
し
な
い
」
と
か
の
色
々
な
批
判
が
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
批
判
し
て
い
る
者
は
、
何
を
し
て
い
る
の

か
を
考
え
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

落
ち

つ
い
て
考
え
る
と
、
ニ
セ
者
の
貫
主
が
、
さ
ぼ
り
乍
ら
、

逃
げ
乍
ら
で
も
、
丑
寅
勤
行
を
し
て
い
る
。

ニ
セ
の
丑
寅
勤
行
、

自
分
を
本
物
に
見
せ
る
為
に
丑
寅
勤
行
を
し
て
い
る
の
で
す
か
ら

こ
れ
は
大
変
奇
怪
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

昔
か
ら
、
丑
寅
勤
行
は
、
本
寺

（本
山
）
の
勤
行
だ
、
貫
主
の

勤
行
だ
と
、
本
山
の
中
に
開
塞
さ
れ
た
貫
主
の
個
人
的
勤
行
の
よ

う
に
言
わ
れ
て
来
ま
し
た
が
、
成
道
を
期
す
る
勤
行
に
、
本
山
と

か
貫
主
だ
け
の
と
か
い
う
こ
と
が
、
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
わ
け
で

す
か
ら
、
そ
う
い
う
考
え
は
お
か
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。

阿
部
日
顕
師
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
ち
ら
も
信
仰
の

法
門
を
修
行
の
上
に
体
現
し
、
守

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

責
務
と
い
う
も
の
が
あ
る
は
ず
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

三
つ
目
に
、
戒
旦
遥
拝
の
意
味
を
含
ん
で
朝
夕
の
勤
行
を
す
る

と
い
っ
て
も
、
実
際
に
丑
寅
勤
行
の
姿
に
順
じ
て
行
い
、
客
殿
に

お
い
て
師
弟

一
箇
し
、
そ
の
客
殿
の
奥
に

一
念
三
千
の
法
魂
ま
し

ま
す
こ
と
を
拝
す
る
こ
と
が
大
切
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

時
間
の
関
係
で
正
月
元
旦
の
丑
寅
勤
行
は
、
十

一
時
四
十
五
分

か
ら
は
じ
め
、
参
詣
さ
れ
る
信
徒
の
方
々
と
正
面

の
勤
行
の
後
、

東
北
に
向

っ
て
遥
拝
の
勤
行
も
行
い
、
改
め
て
そ
の
心
を
刻
ん
で

い
た
だ
く
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

セ
リ
フ
だ
け
で
遥
拝
の
神
経
が

マ
ヒ
し
て
行
く
な
ら
ば
、
そ
れ

は
ま
ず
い
こ
と
だ
と
思
い
、
通
拝
の
勤
行
ま
で
行
う
よ
う
に
し
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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丑
寅
勤
行

の
時
刻

丑
寅
勤
行
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
、
私
自
身
が
小
僧
と
し
て

本
山
に
あ
が
っ
た
時
は
、
所
化
は
四
班
に
分
か
れ
、
小
僧
は
四
班

の
前
班
と
後
班
の
八
班
に
分
か
れ
、
小
僧
は
八
日
に

一
度
、
所
化

は
四
日
に

一
度
、
丑
寅
が
廻

っ
て
く
る
と
い
う
取
決
め
で
あ
っ
た
。

日
達
上
人
が
貫
主
に
な
る
以
前
の
、
日
淳
上
人
、
日
昇
上
人
の

時
代
は

一
時
か
ら
で
、
日
淳
上
人
の
時
代
は
、
天
拝
も
四
座
迄
、

寿
量
品
を
入
れ
て
勤
行
で
、
そ
れ
で
も
三
時
前
位
に
終

っ
て
い

一た
。し

か
し
、
御
会
式
等
の
大
法
要
の
時
に
は
三
時
か
ら
丑
寅
勤
行

を
行

っ
て
い
た
。
通
常
の
丑
寅
勤
行
の
時
は
世
雄
偶
は
し
て
い
な

か

つ
た
。
日
昇
上
人
以
前
は
、
午
前
二
時
か
ら
勤
行
が
行
わ
れ
て

い
た
と
、
後
に
な

っ
て
聞
か
さ
れ
た
が
、
何
ん
の
知
識
も
な
く
、

日
達
上
人
の
弟
子
と
し
て
本
山
に
あ
が

っ
た
私
達
は
、
は
じ
め
か

ら
丑
寅
と
は
十
二
時
か
ら
の
勤
行
と
い
う
感
覚
し
か
持

っ
て
な
か
っ

た
。本

当
に
ね
む
た
か

っ
た
。
な
ぜ
丑
寅
勤
行
を
す
る
の
か
、
丑
寅

と
は
何
か
を
教
え
て
く
れ
る
人
も
い
な
か

っ
た
。
ね
む
た
く
て
始

ま
り
、
ね
む
た
く
て
終
る
。
終
れ
ば

「
お
ま
え
達
ね
む

っ
て
い
た

な
」
と
い
っ
て
、
先
輩
が
廻

っ
て
来
て
、
ビ
ン
タ
を
は
る
。
理
屈

抜
き
で
ね
む
た
く
、
本
当
に
暗
い
気
持
に
な

っ
た
。
冬
は
寒
さ
の

為
に
足
の
芯
ま
で
冷
え
て
、
終

っ
て
か
ら
寝
る
こ
と
も
困
難
だ

っ

た
。
夏
は
す
が
す
が
し
く
、
終

っ
て
か
ら
そ
―
っ
と
プ
ー
ル
で
泳

い
で
汗
を
流
す
こ
と
も
出
来
た
。

こ
ん
な
こ
と
を
色
々
と
想
い
出
し
乍
ら
、
ま
ず
、
小
僧
の
時
に

し
て
い
た
よ
う
に
、
丑
寅
勤
行
を
十
二
時
か
ら
は
じ
め
て
み
た
。

何
ケ
月
か
や
っ
て
い
る
内
に
、
こ
の
十
二
時
と
い
う
時
刻
は
、

ど
う
も
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。

丑
寅
勤
行
と
い
っ
て
い
る
の
に
、
丑
寅
の
時
刻
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
子
丑
の
勤
行
な
の
で
あ
る
。

明
治
六
年
に
な

っ
て
、
西
洋
の
太
陽
暦
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な

っ
て
、
時
刻
も
、
十
二
刻
が
二
十
四
時
間
と
い
う
発
想
に
な
り
、

そ
れ
ま
で
の
、
人
間
の
生
理
と
し
て
、
丑
寅
の
丑
の
刻
を

一
日
の

終
り
、
寅
の
刻
を

一
日
の
は
じ
ま
り
に
感
じ
て
い
た
も
の
が
、
合

理
主
義
の
割
切
と
し
て
、
夜
中
の
０
時
を
、　
一
日
の
終
り
と
は
じ

ま
り
に
考
え
る
よ
う
に
計
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

一
日
の
終
り
と
、
始
ま
り
の
考
え
方
を
、
今
風
の
感
覚
に
置
き

換
え
、
加
え
て
丑
寅
を
、
信
徒
の
参
詣
の
都
合
、　
一
夜
番
関
係
者

の
次
の
日
の
仕
事

へ
の
支
障
。
貫
主
自
身
の
日
程
、
健
康

へ
の
考

慮
、
等
を
総
合
的
に
考
え
て
、
十
二
時
の
勤
行
に
し
た
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、

（丑
寅
勤
行
を
十
二
時
に
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
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れ
た
日
達
上
人
の
論
文
を
、
私
は
不
明
に
し
て
拝
し
た
こ
と
が
な

い
）
そ
れ
は
そ
れ
で
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
そ

れ
な
ら
ば
、　
一
日
の
終
り
と
始
ま
り
に
跨
が
る
こ
と
が
重
要
な
こ

と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
十

一
時
半
か
ら
始
ま

っ
て
、　
一
時
に
終
ろ
う
と
す
る

と
か
、
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
丑
寅
勤
行
の
意
味
が
ま

っ
た
く

失
せ
た
も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
と
思
う
。

日
顕
師
の
時
代
に
な

っ
て
、
日
顕
師
は
さ

っ
そ
く
丑
寅
勤
行
を

二
時
に
し
た
そ
う
で
あ
る
０
教
学
部
長
時
代
か
ら
内
心
性
据
た
る

も
の
が
あ

っ
た
為
に
、
そ
う
し
た
の
だ
と
思
う
。

（
こ
れ
も
何
故

そ
う
す
る
の
か
、
不
明
に
し
て
論
文
を
見
て
い
な
い
の
で
、
何
故

そ
う
し
た
の
か
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
、
そ
の
時
代
の
人
間
の

心
の
趣
く
ま
ま
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
）

私
も
、
十
二
時
か
ら
の
丑
寅
勤
行
を
何

ケ
月
か
し
た
後
、
や
は

り
十
二
時
か
ら
の
丑
寅
は
法
門
的
に
お
か
し
い
と
思
い
、
二
時
か

ら
行
う
こ
と
と
し
た
。

し
か
し
、
ま
だ

一
抹
の
疑
間
が
残

っ
た
。

私
が
行
う
勤
行
の
内
容
は
、

天
拝

―
―
方
便
、
自
我
掲
、
観
念

（六
分
）

正
面

―
―
十
如
是
、
世
雄
掲
、
寿
量
品
長
行
、
自
我
偶

（
二
十

五
分
）
題
目

（
三
十
分
）
観
念

（
五
分
）

戒
旦
遥
拝

―
―
方
便
、
自
我
掲

（五
分
）
題
目

（十
分
）
観
念

（五
分
）

合
わ
せ
て
、
約

一
時
間
半
、
二
時
か
ら
初
め
て
、
三
時
三
十
分

に
終
了
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
数

ケ
月
や
っ
て
み
た
が
、
そ
れ
で
は
、
寅
の
刻
に
は

三
十
分
だ
け
入
り
こ
ん
だ
時
刻
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

一
時
間
位
で
終
れ
ば
寅
の
刻
に
は
数
分
し
か
、
か
か
ら
な
い
と

い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

丑
寅
と
い
う
こ
と
は
、
東
北
の
方
角
と
、
時
刻
の
両
面
を
大
切

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

王
舎
城
と
霊
鷲
山
の
関
係
。
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
の
東
北
方

角
の
位
置
。
京
都
、
比
叡
山
の
東
北
の
位
置
。
大
石
寺
と
富
士
山

の
東
北
の
位
置
。
こ
れ
ら
は
、
大
聖
人
の
丑
寅
成
道
の
法
門
の
上

に
重
ね
ら
れ
る
大
切
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

丑
寅
は
、
東
北
、
三
時
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
三
時

を
跨
ぐ
こ
と
が
、
ま
さ
し
く
丑
寅
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
。

時
刻
の
み
を
見
た
時
、
丑
は

一
時
～
三
時
。
寅
は
三
時
～
五
時

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
三
時
を
中
心
に

一
時
か
ら
五
時
の
間
。
そ
れ
も
成
道
と
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い
う
点
か
ら
、
薄
墨
の
寅
の
刻
の
時
間
帯
、
漆
黒
の
深
い
凡
夫
煩

悩
を
表
わ
す
丑
の
刻
の
時
間
帯
で
は
な
く

、
寅
の
時
間
帯
に
重
き

を
置
い
て
、
丑
寅
の
勤
行
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
え
る
の
で
あ

り
ま
す
。

主
題
が
成
道
で
あ
り
乍
ら
、
丑
の
時
間
帯
に
重
点
を
置
い
で
勤

行
が
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
主
題
不
在
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し

ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。

昔
の
様
に
、
三
時
間
も
四
時
間
も
勤
行
し
て
、
夜
が
白
々
と
明

け
て
来
た
と
い
う
、
ま
さ
し
く
丑
の
刻
の
は
じ
ま
り

一
時
か
ら
始

め
て
寅
の
刻
の
終
り
の
五
時
迄
か
け
ら
れ
て
い
た
時
代
も
、
あ

っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
日
で
は
、
だ
い
た
い

一
時
間
半

ほ
ど
の
勤
行
が
精

一
杯

に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。こ

う
し
た
試
行
錯
誤
か
ら
、
私
は
、
二
時
四
十
五
分
に
は
じ
め

四
時
十
五
分
頃
に
終
る
。

つ
ま
り
、
丑
の
刻
に
十
五
分
、
寅
の
刻

に

一
時
間
十
五
分
。
寅
の
刻
に
重
き
を
置
い
て
、
朝
暁
を
迎
え
、

勤
行
を
終
了
す
る
と
い
う
時
間
帯
を
と
る
こ
と
に
し
た
わ
け
で
あ

り
ま
す
。

二
時
半
か
ら
は
じ
め
て
も
考
え
方
は
同
じ
で
．、
何
分
か
の
ズ
レ

は
赦
さ
れ
る
に
せ
よ
、
丑
寅
の
意
味
を
遵
守
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

時
間
帯
の
あ
た
り
が
、

一
番
丑
寅
の
法
門
を
姿
に
あ
て
て
、
か
な
っ

た
時
間
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
状
態
を
半
年
ほ
ど
続
け
乍
、
丑
寅
に
関
す
る
文
献
を
興
味

を
持

っ
て
求
め
読
ん
で
行
き
ま
し
た
。
大
石
寺
に
お
い
て
こ
れ
ば

ど
大
事
な
る
も
の
と
称
し
て
い
る
丑
寅
勤
行
に
関
す
る
も
の
が
ど

う
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
く
て
、
唯

一
ま
と
め
て
あ
る
も
の
と
い

え
ば
、
昭
和
四
十
六
年
六
月
二
十
日
発
行
の

「総
本
山
大
石
寺
諸

堂
建
立
と
丑
寅
勤
行
に
つ
い
て
」

（
二
八
頁
）
と
い
う
日
達
上
人

が
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
中
に
あ
げ
ら
れ
た

二
十
三
世
日
啓
上
人
の
元
禄
元
年
の

『
留
守
定
』
と
い
う
文
書

に
、

一
、　
一
夜
番
者
如
レ
常
丑
ノ
下
刻
ナリ
常
番
ノ
表
フ
相
定
メ
テ
可
レ勤
也
、

若
シ於
二
常
番
出
表
・早
者
ハ五
日
、
遅
者
ハ六
日
之
過
番
、
代

管
中
居
之
為
役
急
度
可
二
申
シ被

，
付
事
。

こ
の
様
に
示
さ
れ
、
丑
の
下
刻
に
丑
寅
勤
行
を
常
の
如
く
常
番

（昔
の
時
計
）
を
確
認
の
上
は
じ
め
よ
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
は
、
実
質
的
な
生
活
に
時
間
を
ス
ラ
イ
ド

さ
せ
る
為
に

「
不
定
時
法
」
と
い
う
も
の
が
、
幕
府
に
よ

っ
て
定

め
ら
れ
、
角
川
新
版
古
語
辞
典

（
一
三
八
七
頁
よ
り
）

（図
参
照
）

夏
至
、
春
分
、
秋
分
、
冬
至
に
よ

っ
て
、
生
活
時
間
が
ず
ら
さ
れ

平
安
時
代
の
季
節
に
よ
ら
な
い
定
時
法
に
も
ど
る
こ
と
は
な
か

っ
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た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
夏
至
と
冬
至
で
は
随
分
ず

れ
の
あ
る
も
の
と
な

っ
て
、
丑
寅
勤
行
に
お
い
て
も
、
は
じ
ま
る

時
間
、
終
る
時
間
に
大
き
な
ず
れ
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

東

二
時
に
丑
寅
勤
行
を
は
じ
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
艮

（
丑
寅
）

は
三
時
で
す
か
ら
、　
一
時
間
半
の
勤
行
を
す
る
と
す
れ
ば
、　
一
時

間
は
丑
の
刻
、
三
十
分
は
寅
の
刻
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
昇
上

人
よ
り
以
前
、
又
、
日
淳
上
人
の
時
代
に
お
い
て
も
御
会
式
等
の

時
に
は
三
時
か
ら
丑
寅
勤
行

を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

正
式
を
三
時
と
し
て
、
ず
ら

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
三
時
と
い
う
こ
と
は
、

丑
寅
勤
行
で
は
な
く
て
、
い

き
な
り
寅
勤
行
と
い
う
こ
と

に
な

っ
て
し
ま
う
。

私
が
時
刻
表
の
刻
の
見
方

を
、
長
期
間
に
わ
た

っ
て
丑

の
刻
を

一
時
か
ら
で
は
な
く
、

二
時
か
ら
と
見
ま
ち
が
い
を

し
て
い
た
時
期
は
、
丑
寅
の

勤
行
を
先
の
日
啓
上
人
の
時

代
の
時
刻
明
記
の
文
書
か
ら

し
て
、
三
時
二
十
分
と
大
ポ

カ
の
判
断
し
て
や

っ
て
い
た

方位 0時刻表

‐　　夏壺
継”
冬至 暁

九
つ

夜
四
つ

夜
五
つ

暮
れ
六
つ

昼
七
つ

生
八
つ

昼
九
つ

朝
四
つ

朝
五
つ

明
け
六
つ

暁
七
つ

暁
八
つ

暁
九
つ

”真在（〔［〕）真昼̈
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が
、
そ
の
間
違
い
に
気
付
い
て
、
丑
の
下
刻

（
丑
三
ツ
時
）
二
時

二
十
分
よ
り
、

天
拝

―
―
方
便
、
自
我
掲
、
観
念

（六
分
）

正
面

―
―
十
如
是

、
世
雄
掲
、
寿
量
品
長
行
、
自
我
掲

（
二
十

五
分
）
題
目

（
四
十
分
）
観
念

（
五
分
）

戒
旦
逢
拝

―
―
方
便
、
自
我
掲

（
五
分
）
題
目

（十
分
）
観
念

（
五
分
）

合
わ
せ
て
約

一
時
間
四
十
分
、
二
時
二
十
分
か
ら
は
じ
め
て
、

四
時
に
終
了
し
、
三
時
の
丑
寅
の
刻
を
丁
度
、
正
面
の
題
目
を
唱

え
乍
、
丑
寅
の
刻
を
送
る
こ
と
が
出
来
る
様
に
に
な

っ
た
の
で
あ

り
ま
す
。

そ
う
し
て
考
え
る
と
、
昔
の
丑
寅
勤
行
は
、
も
ち
ろ
ん
も

っ
と

時
間
が
長
か

っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
丑
の
下
刻
二
時
二
十
分

か
ら
の
時
間
に
し
て
も
方
角
を
表
わ
す
意
味
に
お
い
て
も
、
江
戸

時
代
の

「
不
定
時
法
」
で
は
な
く
、
大
聖
人
日
興
上
人
当
時
の
季

節
に
左
右
し
な
い
定
時
法
で
行
な
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
う

の
で
あ
り
ま
す
。
ふ
り
か
え

っ
て
、
私
達
が
小
僧
の
時
代
、
十
二

時
に
は
じ
ま

っ
て
、　
一
時
ぐ
ら
い
で
終

っ
て
、
そ
れ
で

一
夜
番
も

終

っ
て
帰

っ
て
し
ま
う
、
御
宝
蔵
の
警
備
巡
回
も
そ
の
時
で
終
り

で
こ
れ
で
は

一
夜
番
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
夜
番
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
夜
通
し
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
丑
寅
の
勤
行
が
終
り
、
昼
間
の
修
行
す
る
人
達
の
朝

の
勤
行
の
者
が
起
床
し
て
来
て
、
自
然
に
引
き
継
ぎ
が
さ
れ
て
い
っ

て
こ
そ
、
御
宝
蔵
の
警
備
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

十
二
時
か
ら
の
丑
寅
勤
行
は
自
分
達
の
都
合
だ
け
を
考
え
た
長
い

ま
ち
が
い
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
三
時
か
ら
の
丑
寅
勤
行
も
寅
勤

行
で
あ

っ
て
、
ど
う
い
う
意
味
を
持

っ
て
い
た
の
か
伝
わ
る
も
の

が
あ
り
ま
せ
ん
。
二
時
か
ら
の
丑
寅
勤
行
も
、
丑
の
方
に
重
き
を

お
い
て
、
寅
の
時
に
は
揺
拝
勤
行
六
壺
勤
行
の
時
と
な

っ
て
い
っ

て
師
弟

一
ケ
の
客
殿
正
面
の
勤
行
に
ふ
さ
わ
し
く
な
く
時
間
的
に

早
す
ぎ
る
と
思
い
ま
す
。

や
は
り
、
日
啓
上
人
時
代
の
記
録
に
あ
る
、

一
夜
番
は
、
常
の
如
く
、
丑
の
下
刻
な
り
常
番
の
表
を
相
定
め
て

勤
め
る
可
き
な
り

の
御
文
に
か
な
う
、
二
時
二
十
分
か
ら
勤
行
を
す
る
こ
と
が
、

時
刻
、
方
角
、
丑
寅
に
ま
た
が
り
、
か

つ
寅
の
成
道
の
暁
に
重
き

を
置
い
て
ま
た
が
る
時
間
の
配
分
に
か
な
う
も
の
と
思
う
の
で
あ

り
ま
す
。

最
蓮
房
御
返
事

（全
集

一
三
四
〇
頁
）
の
示
唆
す
る
も
の

大
聖
人
様
が
佐
土
へ
、
文
永
八
年
に
流
罪
さ
れ
て
よ
り
、
ど
の

様
な
経
過
で
、
最
蓮
房
が
大
聖
人
に
親
近
し
た
の
か
は
、
詳
か
で
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は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
文
永
九
年
四
月
十
三
日
付
の
御
書
は
、
法
門

的
な
大
切
さ
も
、
き
る
こ
と
乍
ら
、
佐
土
と
い
う
島
の
中
で
、
再

三
合
う
こ
と
の
出
来
る
者
同
士
が
、
流
罪
人
の
立
場
を
越
え
て
、

師
弟
の
交
わ
り
を
し
て
い
る
手
紙
と
し
て
、
重
視
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

同
抄

（
一
三
四
〇
頁
）
に
は
、

御
状
に
云
く
、
去
る
二
月
の
始
よ
り
御
弟
子
と
な
り
帰
伏
仕
り

候
上
は
、
自
今
以
後
は
人
数
な
ら
ず
候
と
も
御
弟
子
の

一
分
と

思
し
食
さ
れ
候
は
ば
恐
悦
に
相
存
ず
可
く
候
云
々

最
蓮
房
の
手
紙
の
内
容
を
大
聖
人
が
自
ら
の
手
紙
に
右
の
よ
う

に
再
録
し
、

文
永
九
年
の
二
月
の
始
に
は
、
御
弟
子
の
扱
い
を
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
自
分
の
よ
う
な
者
を
、
弟
子
の

一
分
に

加
え
て
い
た
だ
き
、
と
て
も
嬉
し
い
、
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
、
同
抄

（
一
三
四
二
頁
）
に
は
、
大
聖
人
の
言
葉
と

し
て
、

何
と
な
く
と
も
貴
辺
に
去
る
二
月
の
此
よ
り
大
事
の
法
門
を
教

え
奉
り
ぬ
、
結
句
は
卯
月
八
日
夜
半
寅
の
時
に
妙
法
の
本
円
戒

を
以
て
受
職
濯
頂
せ
じ
め
奉
る
者
な
り

と
、
示
さ
れ
、
二
月
か
ら
の
弟
子
と
し
て
の
扱

い
と
別
箇
に
、

今
日
で
い
う
授
戒
の
儀
式

（得
道
の
儀
式
か
？
）
を
、
わ
ざ
わ
ざ

仏
生
日
の
四
月
八
日
、
塚
原
三
昧
堂
よ
り
四
月
三
日
に
身
柄
を
移

さ
れ
、
五
日
目
の
道
不
案
内
の
夜
中
に
、
受
職
灌
頂
せ
し
め
る
。

こ
の
寅
の
刻
と
は
、
儀
式
法
要
の
終
了
時
刻
で
、
こ
れ
は
今
日

で
い
う
所
の
丑
寅
の
刻
の
勤
行
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り

ま
す
。

丑
寅
勤
行
は
、
諸
々
の
同
体
異
名
の
法
門
的
事
柄
が
融
合
す
る

大
切
な
時
刻
と
勤
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
断
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。

広
宣
流
布
イ
コ
ー
ル

一
切
衆
成
仏
の
祈
念
。
血
脈
受
持
の
体
現
。

薄
墨
成
道
の
体
現
。
客
殿

（師
弟

一
箇
の
奥
深
き

（
己
身
）
所
の

戒
壇
遥
拝
の
勤
行
。

（
そ
の
証
左
と
し
て
、
衣
免
許
、
袈
裟
免
許

が
、
血
脈
法
水
、
師
弟

一
箇
の
体
現
と
し
て
、
こ
の
丑
寅
勤
行
の

際
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
）
御
会
式
、
御
虫
払
等
の
重
要
な
法
要
の

式
次
第
の
す
べ
て
の
は
じ
ま
り
が
丑
寅
勤
行
で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
見
て
、
丑
寅
勤
行
は
、
富
士
法
門
を
表
わ
す
、

化
儀
即
法
体
の
根
幹
を
な
す
、
最
た
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

最
蓮
房
と
、
大
聖
人
の
相
対
す
る
姿
を
、
日
の
辺
り
に
し
て
い

た
、
日
興
上
人
が
、
大
聖
人
の
滅
後
、
身
延
期
の
こ
と
は
不
明
で

す
が
、
大
石
寺
開
基
後
、
毎
日
の
丑
寅
の
刻
に
勤
行
を
施
行
す
る

よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
信
仰
上
の
自
然
な
姿
と
思
え
る
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の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
大
聖
人
と
最
蓮
房
と
の
間
に
示
さ
れ

た
こ
と
は
、
特
例
で
は
な
く
、
幾
度
も
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え

る
の
で
あ
り
ま
す
。

私
達
も
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
衣
、
袈
裟
、
免
許
を
丑
寅
勤

行
の
折
に
行

っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
も
、
師
弟

一
箇

（大
聖
人
か

ら
、
袈
裟
、
衣
を
預
か
る
）
丑
寅
成
道
、
境
智
冥
合
の
同
体
異
名

の
意
義
あ

っ
て
の
こ
と
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

丑
寅
勤
行
は
、
大

石
寺
並

に
貫
主

の
占
有
物

で
は
な

い

こ
れ
ほ
ど
大
切
な
法
門
内
容
が
、
本
山
や
、
貫
首
だ
け
の
、
固

有
の
行
儀
、
所
有
物
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
り
、
丑
寅
と
い
う
法
門

の
方
角
、
時
刻
と
い
う
意
味
内
容
が
大
切
な
の
で
あ

っ
て
、
地
方

末
寺
に
あ
る
我
々
個
々
が
わ
ざ
わ
ざ
す
る
必
要
も
な
い
こ
と
だ
と

一
笑
の
も
と
に
、
伏
さ
れ
る
よ
う
な
、
軽
々
し
い
チ
リ
の
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

「
総
本
山
大
石
寺
諸
堂
建
立
と
丑
寅
勤
行
に
つ
い
て
」

（
三
四

頁
）
で
日
達
上
人
は
、
今
か
ら
二
百
三
十
年
位
則
に
な
り
ま
す
が
、

第
二
十

一
世
日
因
上
人
の
御
筆
、
延
享
二
年

（西
暦

一
七
四
五
年
）

六
月
二
十
八
日
の

『
富
士
記
』

（
研
究
書
⑩
六
十
頁
）
に
、
堅

固
二守
コ
此
ノ掟
）今
世

一
代
四
百
五
十
余
歳
ノ間
大
坊
貫
主

一
人
ハ毎

朝
丑
寅
′刻
二勤
行
也
。」
と
、
は

っ
き
り
丑
寅
勤
行
と
い
う
言
葉

が
で
て
お
り
ま
す
。
日
因
上
人
が
法
主
に
な
ら
れ
た
の
は
元
文
五

年

（西
暦

一
七
四
〇
年
）
で
す
か
ら
、
大
聖
人
滅
後
ち
ょ
う
ど
四

百
五
十
九
年
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
こ
に

「
三
十

一
代
」
と

自
分
の
こ
と
を
い
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

「
四
百
五
十
余
歳
」

即
ち
大
聖
人
滅
後
、
大
坊
の
貫
首
は
ま
ち
が
い
な
く
丑
寅
勤
行
を

続
け
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

「十
二
坊
百
人
ノ
大
衆
ハ交
代
二毎
朝
出
仕
ス
、
所
謂
御
本
番

一

人
ハ御
堂
客
殿
仏
前
へ御
華
ヲ散
シ御
手
伝

一
人

御^
堂
番
、
助
番

一

人
ハ御
香
水
ラ奉
り
一
夜
番

一
人
ハ貝
鐘
ラ鳴
シ
テ勤
行
ヲ始
メ
…
…
ピ

（十
二
ケ
坊
の
住
職
並
び
に
そ
こ
に
在
勤
し
て
い
る
弟
子

一
小
僧

等
は
、
か
わ
り
か
わ
り
に
交
代
で
丑
寅
勤
行
に
出
仕
し
て
い
る
。

ま
た
、
御
助
番
と
か
御
本
番
は
勤
行
の
始
ま
る
前
に
華
香
水
を
あ

げ
た
り
、
ホ
ラ
員
を
吹
い
た
り
、
半
鐘
を
叩
く
と
い
う
事
で
す
。
）

「御
茶
番

一
人
バ御
湯
ラ
進
勲
上
人
一御
宝
蔵
番

一
人
ハ廻
ン
寺
中
内

外
了
…
Ｌ

（即
ち
こ
れ
は

一
夜
番
御
宝
蔵
番
の
こ
と
で
す
。
）

「如
レ是
行
事
大
聖
人
開
山
己
来
ョリ
無
¨
令
ン
コト断
絶
・也
。」
と
、

こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
書
い
て
あ
り
ま
す
。
丑
寅
勤
行
は
大
聖
人
、

そ
し
て
日
興
上
人
が
富
士
へ
お
移
り
に
な
っ
て
か
ら
ず

っ
と
続
け

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
様
に
文
章
を
あ
げ
解
説
を
さ
れ
て
い

ま
す
。
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こ

こ

に
は

「
大
坊
貫
主

一
人
ハ毎
朝
丑
寅
ノ刻
二勤
行
也
。」

と
示
さ
れ
、
あ
た
か
も
貫
主
の
個
人
的
な
占
有
の
勤
行
で
あ
る
か

の
様
に
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
。

し
か
し
こ
こ
に
示
さ
れ
る
全
体
の
執
行
さ
れ
る
内
容
を
見
た
時
、

貫
主
が
導
師
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
さ
さ
え
る

内
容
は
、
こ
の
丑
寅
の
勤
行
の
意
味
、
行
い
を
継
続
せ
し
め
る
こ

と
に
全
山
が

一
致
し
て
行

っ
て
い
る
と
い
う
事
実

で
あ
り
ま
す
。

こ
の
為
の
中
心
者
で
あ
る
為
に

「
本
番
」
と
名
付
け
、
そ
の
見
習

い
に
と

「
本
番
」
に

一
朝
事
起
き
れ
ば

認
留
Ｅ

が
そ
の
任
を
ま
っ

と
う
す
る
と
い
う
役
廻
り
で
あ
り
、
丑
寅
に
関
わ
る
、
全
山
の
内

容
は
は
大
法
要
以
上
の
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。　
一
切
衆
生

成
道
を
形
に
表
わ
し
、
行
わ
れ
る
丑
寅
の
勤
行
は
、
時
の
貫
主
を

導
師
と
し
て
行
な
い
、
森
羅
万
象
に
妙
法
を
伝
え
、
師
弟

一
箇
、

広
宣
伝
流
布
の
姿
を
己
心
に
表
わ
す
勤
行
が
、
弟
子
分
無
し
の
師

分
だ
け
で
行
な
わ
れ
る
貫
主
占
有
物
で
な
い
こ
と
は
法
門
の
上
か

ら
も
明
白
で
あ
り
ま
す
。

付
　
記

私
達
が
小
僧
と
し
て
本
山
に
在
勤
し
て
い
た
時
代
は
、
御
華
水

の
水
取
は
、
丑
寅
が
終

っ
て
か
ら
行
く
状
態
で
あ
り
ま
し
た
。
又

は
も

っ
と
遅
い
人
も
い
ま
し
た
。
五
時
半
か
ら
の
朝
の
勤
行
を
し

て
い
る
最
中
に
御
水
あ
げ
に
い
ら

っ
し
ゃ
る
と
い
う
状
態
で
あ
り

ま
し
た
。
た
し
か
に
夜
中
に
起
き
て
水
を
汲
む
こ
と
は
大
変
な
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の

コ
邑
士
記
』
の
記
述
に
示
さ
れ
る
様

な
、
丑
寅
勤
行
の
は
じ
ま
る
前
に
御
水
が
供
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど

皆
無
で
あ
り
ま
し
た
。

常
識
か
ら
い
っ
て
も
、
丑
寅
勤
行
の
前
に
御
宝
前
に
華
香
水
が

供
え
ら
れ
る
事
が
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
も
、

改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
永
年
の
悪
弊
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

丑
寅
勤
行
の
ス
ス
メ

正
信
会
僧
侶
た
る
も
の
、
せ
め
て
、
大
聖
人
の
御
命
日
の
十
三

日
ぐ
ら
い
は
、
信
仰
の
み
に
住
す
る
日
と
し
て
、
丑
寅
勤
行
を
し
、

大
聖
人
の
信
仰
を
深
く
心
懸
け
、　
一
人

一
人
が
虚
心
坦
懐
に
自
分

の
信
仰
の
姿
勢
を
振
り
返

っ
て
、
本
因
妙
の
信
仰
に
立
ち
、
精
進

す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

又
、
貫
主
を
詐
称
す
る
日
顕
師
が
、
丑
寅
勤
行
を
さ
ぼ

っ
て
い

る
、
さ
ぼ

っ
て
い
る
と
さ
け
ん
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
意
味
の
な

い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
泥
棒
に
泥
棒
と
い
っ
て
も
、
彼
は
憎
し

み
を
い
だ
い
て
逃
げ
る
だ
け
で
、
よ
り

一
層
泡
を
ふ
か
し
て
や
ろ

う
と
、
泥
棒
に
精
励
す
る
だ
け
な
の
で
あ
り
ま
す
。
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そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
、
ま
と
も
な
、
富
士
門
信
仰
者
た
り
得

よ
う
と
す
る
者
自
身
が
、
ど
の
よ
う
に
法
門
を
守
り
、
精
進
し
て

行
く
か
が
、
重
要
な
問
題
だ
と
思
う
。
た
と
え
さ
さ
や
か
で
も
、

丑
寅
を
サ
ボ

ッ
て
、
け
し
か
ら
ん
と
い
う
人
間
こ
そ
が
、
丑
寅
の

意
味
を
踏
ま
え
、
意
義
を
守
り
、
化
儀
振
舞
い
を
守

っ
て
、
後
世

に
伝
え
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

批
難
の
為
の
批
難
だ
け
で
終
る
批
難
は
、
醜
い
だ
け
で
何
も
道

と
す
る
も
の
が
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

信
仰
の
菩
提
心
と
、
そ
れ
を
表
わ
す
仏
道
修
行
の
姿
勢
に
よ

っ

て
他
に
正
法
の
縁
を
持
た
し
め
、
戒
心
を
持
た
せ
、
謗
法
に
気
付

か
せ
、
導
き
、
成
道
の
道
を
歩
む
こ
と
の
大
切
さ
を
伝
え
る
こ
と

が
、
私
達
の

一
番
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
、
日
だ
け
で
信
者
を
統
率
す
る
監
督
の
様
に
督
励
し
、
身
も
意

も
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
、
名
の
み
の
指
導
教
師
、
手
継
ぎ
の

師
匠
で
、
正
法
が
弘
通
さ
れ
る
は
ず
は
無
い
と
思
う
。

御
書
を
拝
す
る
時
、
折
伏
弘
教
は
元
来
、
僧
侶
が
率
先
垂
範
で

行
な
う
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
を
見
習
い
、
助
け
る
の
が
、
檀
信
徒

で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

僧
侶
が
岩
将
軍
で
あ
る
こ
と
の
恥
を
自
覚
し
た
時
に
、
本
来
の

仏
道
に
た
ち
か
え
る
光
明
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。


