
　
申さ

る

は
、
十
二
支
の
９
番
目
、
月
で
は
旧
暦
の
７
月
に
あ

た
り
ま
す
。
方
角
で
は
西
南
西
、
時
刻
は
午
後
３
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で
が
申
刻
と
な
り
ま
す
。「
申
」
の
字
に
は
、

ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
る
意
味
が
あ
り
、
動
物
で
は
猿
が
あ
て

ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
富
士
山
は
申
の
日
に
現
れ
た
」
と
の
故
事
か
ら
、
猿

は
神
の
使
い
と
さ
れ
、
富
士
山
本
宮
浅せ

ん

間げ
ん

大
社
な
ど
で
は
、

４
月
の
最
初
の
申
の
日
に
、
豊
穣
を
祈
る
「
初
申
祭
」
が

行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
猿
を
神
の
使
い
と
す
る
神
社
は
全

国
に
点
在
し
て
お
り
、
東
京
・
日
枝
神
社
や
滋
賀
・
日
吉

大
社
で
は
、猿
を
「
神ま

猿さ
る

」
と
呼
び
、「
魔
が
去
る
」「
勝ま

さ

る
」

に
通
じ
る
こ
と
か
ら
、
厄
除
け
や
必
勝
祈
願
の
ご
利
益
が

あ
る
縁
起
の
よ
い
動
物
と
し
て
い
ま
す
。

　
福
岡
・
猿
田
彦
神
社
で
は
、

60
日
ご
と
に
巡
っ
て
く
る
庚

か
の
え

申さ
る

の
日
に
「
庚こ

う

申し
ん

祭さ
い

」
を
行
い
、

猿
の
面
を
授
け
て
い
ま
す
。
こ

れ
を
玄
関
に
掛
け
る
と
、
災
難

が
去
り
、
幸
運
が
訪
れ
る
と
い

う
縁
起
物
で
す
。

　
申
年
の
新
年
、
悪
い
こ
と
は

去
り
、
勝
負
に
勝
て
る
１
年
に

な
り
ま
す
よ
う
に
。

　
猿
は
昔
か
ら
、
馬

を
病
気
か
ら
守
り
、

う
ま
や（
馬
屋
）
を
火
事

か
ら
守
る
神
と
し
て
、

で
飼
わ
れ
る
風
習

が
あ
り
ま
し
た
。
滋

賀
・
石
山
寺
の
創
建

な
ど
を
記
し
た
『
石

山
寺
縁
起
絵
巻
』（
重

要
文
化
財
）
に
は

に
つ
な
が
れ
た
猿
の
絵
が
あ

り
、
ま
た
、
栃
木
・
日
光
東
照
宮
の
三
猿
「
見
ざ
る
、

言
わ
ざ
る
、
聞
か
ざ
る
」
は
神し

ん
き
ゅ
う

舎し
ゃ

（
神
馬
を
つ

な
ぐ

）
の
長な

げ

押し

に
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
風
習
か
ら
、
絵
馬
に
は
猿
と
馬
が
描
か
れ

る
こ
と
が
多
く
、「
猿
に
絵
馬
」
と
は
、
取
り
合
わ

せ
の
よ
い
も
の
を
表
す
こ
と
わ
ざ
で
す
。
山
形
・

日
枝
神
社
に
あ
る
「
猿さ

る

駒こ
ま

曳ひ
き

図ず

絵え

馬ま

」
に
は
、
猿

が
馬
を
引
い
た
り
、
な
で
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い

ま
す
（
駒
は
馬
の
意
）。
猿
が
馬
を
引
く
絵
柄
は
、

東
京
・
旗
岡
八
幡
神
社
に
あ
る
「
猿
駒
止
の
絵
馬
」、

岡
山
・
鹿
田
遺
跡
か
ら
２
０
１
３
年
に
出
土
し
た

絵
馬
「
猿さ

る

駒こ
ま

曳ひ
き

」
な
ど
、
各
地
で
見
ら
れ
ま
す
。

　
一
方
、
猿
は
子
ど
も
へ
の
愛
情
が
深
い
動
物
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
東
京
・
日
枝
神
社
の
境
内

に
は
、
社
殿
前
と
神
門
裏
に
左
右
一
対
の
神ま

猿さ
る

像

が
あ
り
、
社
殿
前
の
像
は
夫
婦
の
猿
で
、
妻
が
子

を
抱
い
て
い
ま
す
。
猿
は
多
産
で
安
産
、
子
ど
も

を
大
事
に
す
る
こ
と
か
ら
、
夫
婦
円
満
や
子
育
て

の
ご
利
益
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
平
安
時
代
、
中
国
か
ら
庚こ

う

申し
ん

信
仰
が
伝
来

し
ま
し
た
。
人
間
に
は
行
動
を
監
視
す
る

「
三さ

ん

尸し

」
と
い
う
虫
が
す
み
つ
き
、
庚か

の
え

申さ
る

の
夜

に
な
る
と
眠
っ
て
い
る
体
か
ら
抜
け
出
し
て
、

天
帝
に
そ
の
人
の
罪
悪
を
告
げ
、
寿
命
を
縮

め
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め

に
、
庚
申
の
夜
は
眠
ら
ず
に
過
ご
す
「
庚
申

待
ち
」
と
い
う
風
習
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
に
な
る
と
庶
民
に
も
広
が
り
、

酒
宴
を
催
し
て
一
晩
明
か
し
た
り
、
三
尸
の

虫
が
嫌
い
な
こ
ん
に
ゃ
く
を
食
べ
た
そ
う
で

す
。
現
在
で
も
、「
く
く
り
猿
」「
身
代
わ
り
申
」

な
ど
と
呼
ば
れ
る
猿
の
形
を
し
た
赤
い
ぬ
い

ぐ
る
み
を
お
守
り
と
し
て
吊
る
す
地
域
も
あ

り
ま
す
。

　
猿
の
形
を
し
た
赤
い
ぬ
い
ぐ
る
み
と
い
え

ば
、飛
騨
高
山
の
「
さ
る
ぼ
ぼ
」
が
有
名
で
す
。

飛
騨
地
方
で
は
赤
ち
ゃ
ん
の
こ
と
を
「
ぼ
ぼ
」

と
言
い
、
安
産
や
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長

を
願
い
、
祖
母
か
ら
孫
へ
、
母
親
か
ら
娘
へ
、

良
縁
や
子
宝
の
お

守
り
と
し
て
贈
り

ま
し
た
。
近
年
は
、

赤
以
外
の
色
の
「
さ

る
ぼ
ぼ
」
も
登
場

し
、
お
土
産
や
開
運

グ
ッ
ズ
と
し
て
も

人
気
で
す
。

２
０
１
６
年

干
支
の
話

猿
は
馬
の
守
り
神

神
の
使
い
「
ま
さ
る
」

赤
い
お
守
り「
く
く
り
猿
」

と「
さ
る
ぼ
ぼ
」

申




