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日
本
書
紀
の
暦
日
の
正
体

小
川
清
彦

　
は
じ
め
に

日
本
書
紀
の
暦
日
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
色
々
の
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
非
合
理
主
義
的
な
独
断
に
あ

ら
ざ
れ
ば
、
歯
に
物
の
は
さ
ま
っ
た
よ
う
な
曖
昧
な
物
の
言
い
よ
う
で
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
具
体
的
に
自
説
を
主
張
し
た
も

の
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
今
日
こ
の
問
題
に
つ
い
て
計
算
的
検
討
を
試
み
虚
心
坦
懐
に
そ
の
示
す
と
こ
ろ
を
判
断
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
支
那
暦
に
よ
る
後
世
の
推
察
で
あ
っ
て
、
神
武
紀
か
ら
西
紀
五
世
紀
始
め
頃
（
履
中

な
い
し

乃
至
允
恭
紀
）
に
至
る

約
千
百
年
間
の
分
は
儀
鳳
暦
平
朔
で
決
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
持
統
朝
に
至
る
約
二
百
五
十
年
間
は
元
嘉
暦
で
あ
り
、
こ

の
方
は
前
半
は
推
察
で
あ
ろ
う
が
後
半
は
百
済
の
暦
日
を
借
用
せ
し
も
の
と
断
ず
る
の
が
、
最
も
妥
当
な
る
科
学
的
解
釈
で
あ

る
こ
と
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
今
日
ま
で
か
よ
う
に
見

や
す易

き
事
実
を
発
表
し
た
も
の
が
な
か
っ
た
の

は
ど何

う
い
う
訳
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

一
　
保
井
春
海
の
推
定
暦
法

日
本
書
紀
の
暦
日
に
つ
い
て
最
初
に
考
察
を
試
み
た
者
は
保
井
春
海（
安
井
春
海
・
渋
川
春

海
。
貞
享
暦
を
作
成
）（
一
六
三
九
―
一
七
一
五
）
で
あ
る
。
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日
本
書
紀
の
暦
日
が
如
何
な
る
暦
法
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
か
は
文
献
上

な
ん
ら

何
等
明
文
が
無
い
の
で
、
こ
の
方
面
か
ら
は
知
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
そ
こ
で
所
載
干
支
を
綜
合
的
に
検
討
し
て
そ
れ
を
推
定
し
た
と
い
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
日
本
書
紀
の
暦
法
は

三
階
段
の
変
遷
を
経
て
い
る
。
第
一
期
は
神
武
か
ら
仁
徳
十
年
ま
で
で
、
十
一
年
に
改
暦
が
あ
り
、
第
二
期
暦
法
と
な
り
、
そ

の
後
舒
明
七
年
に
第
二
回
目
の
改
暦
が
あ
り
、
持
統
朝
に
至
っ
て
元
嘉
暦
に
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
彼
の
日
本
長

暦
の
神
武
よ
り
持
統
に
至
る
ま
で
の
部
分
は
、
こ
れ
ら
の
暦
法
に
よ
っ
て
推
算
し
た
毎
年
の
各
月
の
朔
干
支
を
載
せ
て
あ
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
期
暦
法
に
対
し
て
春
海
は
如
何
な
る
見
解
を
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
行
わ
れ
た
暦
法
は
不
明
だ
か
ら
所

載
の
干
支
か
ら
推
定
し
た
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
る
と
、
少
く
も
最
初
は
単
に
推
定
暦
法
と
見
た
に
過
ぎ
な
い
筈

で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
発
表
以
来
多
く
の
人
口
か
ら
賞
め
立
て
ら
れ
る
と
、
何
時
の
間
に
か
そ
れ
は
一
つ
の
日
本
固
有
の
暦

法
そ
の
も
の
に
変
っ
て

し

ま
仕
舞
っ
た
。
彼
を
と
り
か
こ
む
周
囲
の
素
人
の
賞
賛
者
達
は
、
恐
ら
く
最
初
か
ら
彼
の
暦
学
上
の
知
識

か
ら
、
永
く
埋
も
れ
て
い
た
日
本
固
有
の
暦
法
を
発
掘
し
た
も
の
と
信
じ
た
ろ
う
。
す
る
と
最
初
は
そ
れ
程
に
は
思
っ
て
い
な

か
っ
た
彼
も
、

い

つ
何
時
の
間
に
そ
の
よ
う
に
信
ず
る
に
至
っ
た
も
の
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
心
理
的
飛
躍
は
常
に
身
受
け
ら
れ
る

現
象
で
あ
る
。
最
初
単
な
る
仮
説
で
あ
っ
た
も
の
が
実
験
を
重
ね
て
来
る
う
ち
に
、
い
つ
か
厳
た
る
実
在
と

み

な
見
做
さ
れ
て
く
る

こ
と
の
あ
る
の
は
、
分
子
説
・
原
子
説
等
一
々
例
を
挙
げ
る
に

い
と
ま暇

な
い
程
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
実
験
の
裏
打
ち
が
あ
っ
て

の
事
で
あ
る
。
春
海
の
場
合
に
は
こ
ん
な
も
の
は
な
い
。
只
そ
れ
と
大
体
同
じ
過
程
で
春
海
の
推
定
暦
は
、
い
つ
の
間
に
か
日

本
固
有
の
暦
法
と

み

な
見
做
さ
れ
る
に
至
り
、
春
海
自
ら
も
亦
そ
の
よ
う
に
信
ず
る
に
至
っ
た
。
春
海
の
言
を
多
く
録
し
た
谷
重
遠

（
秦
山
、
一
六
六
三
―
一
七
一
八
）
の
秦
山
集
（
巻
三
十
五
）
に
「
人
皇
之
暦
、
神
武
天
皇
勅
作
也
」
と
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
っ

て
い
る
の
で
も
、
そ
の
間
の
消
息
を
窺
う
に
足
る
で
あ
ろ
う
。
何
し
ろ
国
粋
主
義
・
神
道
主
義
の

ご
ん
げ

権
化
で
あ
り
、
古
事
記
・
日
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本
書
紀
を
神
典
視
し
て
、
そ
の
記
載
は
文
字
通
り
無
条
件
に
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
、
こ
れ
に
指
一
本
触
る
る
こ
と
も
許

さ
な
い
連
中
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
気
狂
い
じ
み
て
全
く
独
り
よ
が
り
の
独
断
で
あ
る
の
も
当
り
前
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

様
な
非
合
理
主
義
な
空
気
が
つ
い
最
近
ま
で
一
般
学
界
を
お
う
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
科
学
的
研

究
と
い
う
も
の
の
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
春
海
時
代
に
は
、
さ
ま
で

あ
き呆

れ
る
ほ
ど
の
考
え
で
も
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
春
海
の
三
期
暦
法
は
今
日
の
学
術
用
語
で
言
え
ば
実
験
式
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
日
本
書
紀
の
暦
日
を

良
く
表
わ
し
得
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
良
く
表
わ
し
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
当
時
の
暦
法
に
相
違

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
も
何
で
も
な
い
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
林
鶴
一
博
士
が
本
邦
編
暦
史
（
昭
和
十
年
）
に
、

本
邦
古
代
の
歴
史
上
の
年
代
を
如
何
に
断
定
す
べ
き
か
の
問
題
は
又
困
難
を
極
む
る
も
の
な
る
が
、
安
井
春
海
が
貞
享
三

年
（
一
六
八
六
年
）
日
本
長
暦
を
編
す
る
こ
と
に
よ
り
て
落
着
を
見
た
り
。

と
記
し
て
い
る
の
は
素
人
観
・
門
外
漢
的
見
解
で
あ
っ
て
、
日
本
書
紀
の
暦
日
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
春
海
に
よ
っ
て

何
等
解
決
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
し
ば
ら
く
お
き
、
日
本
長
暦
そ
の
も
の
に
就
い
て
言
う
な

ら
ば
、
そ
れ
は
春
海
の
一
大
功
績
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
い
な
、
そ
れ
は
貞
享
暦
の
製
作
な
ど
よ
り
も
遙
か
に
偉
大
な
る
業

績
だ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
又
そ
れ
は
内
容
的
に
は

つ尋
い
で
刊
行
さ
れ
た
中
根
元
圭
（
一
六
六
二
―
一
七

三
三
）
の
皇
和
通
暦
に
よ
っ
て
凌
駕
さ
れ
た
こ
と
を
否
定
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

二
　
本
居
宣
長
の
真
暦
考

春
海
の
推
定
暦
法
が
神
武
以
来
の
日
本
固
有
の
暦
法
だ
と
い
っ
て
か
つ
ぎ
ま
わ
る
者
の
あ
っ
た
一
方
に
は
、
日
本
書
紀
の
本

文
が
語
っ
て
い
る
日
本
文
化
発
達
の
歴
史
か
ら
見
て
も
、
日
本
書
紀
の
暦
日
は
決
し
て
固
有
の
も
の
で
は
有
り
得
な
い
。
必
ず
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や
後
世
か
ら
支
那
暦
に
よ
っ
て
推
察
し
書
き
入
れ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
と
主
張
す
る
合
理
主
義
者
も
あ
っ
た
。
科
学
的
史
学

を
創
始
し
た
新
井
白
石
（
一
六
五
七
―
一
七
二
五
）
は
、
そ
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
彼
に
つ
い
で
本
居
宣
長
（
一
七
三
〇
―
一

八
〇
一
）
は
、
そ
の
著
、
真
暦
考
や
、
真
暦
不
審
考
辨
に
於
て
繰
り
返
し
、
上
代
は

も
ち
ろ
ん

勿
論
の
こ
と
、
恐
ら
く
推
古
朝
の
頃
ま
で

吾
邦
に
一
定
の
暦
日
は
な
く
、
歳
を
数
え
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
、
農
耕
の
如
き
は
自
然
現
象
の
移
り
変
り
を
観
察
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
少
し
の
不
自
由
も
な
く
行
う
こ
と
が
出
来
る
、
や
や
こ
し
い
暦
を
造
っ
た
と
こ
ろ
で
季
節
と
は
し
じ
ゅ
う
半
月
ぐ
ら

い
の
狂
い
を
示
す
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
自
然
観
察
に
よ
る
季
節
の
判
定
の
正
確
な
る
に

し若
か
ぬ
、
と
し
、

ま
た

カ

シ
甲
子
と
い
ふ
事
を
も
ち
ひ
は
じ
め
ら
れ
し
も
、
同
じ
御
代（
応神
）な
ど
の
こ
と
な
ら
む
か
、

甲
子
と
は
十
干
十
二
支
を
い
ふ
な
り
、
暦
は
な
く
と
も
、
年
と
月
と
の
甲
子
は
定
め
つ
べ
し
、

か
く
て
又
あ
ま
た
の
御
代
〳
〵
を

ヘ経
て
後
に
、
暦
を
も
ち
い
始
め

た
ま給

ひ
け
る
よ
り
ぞ
、

も
ろ
こ
し
の
国
の
こ
よ
み
の
、

ミ皇
　ニ国　
に
渡
り
ま
う
で
来
つ
る
は
、
ま
づ

シ師
キ木
シ
マ
ノ島

宮（
欽明
）の
御
代
の
十
四
年
に
、
　ノ暦　
の
博
士
、

ま
た
　ノ暦　
の
本
を
た
て
ま
つ
れ
と
、
百
済
国
に

ミ
コ
ト
ノ
リ

勅
あ
り
て
、
同
十
五
年
に
　ノ暦　
博
士
　固
ー　　
徳
　王
ー　　
　保
ー　　
孫
、
と
い
へ
る
人
ま
う
で

キ来
つ
る
こ
と
見
へ
た
り
。
こ
れ
や
　メ始　
な
り
け
む
。
さ
れ
ど
い
ま
だ
世
に
は

オ
コ
ナ行

は
れ
ざ
り
し
を
、
又

ヲ小
ハ
リ
ダ
ノ

治
田
宮（
推古
）の
御
代

の
十
年
に
、
く
だ
ら
の
法
師
観
勒
と
い
ふ
ま
ふ
で
来
て
　ノ暦　
本
を
た
て
ま
つ
り
し
を
、

ヤ陽
コ
ノ胡
フ
ム
ビ
ト

史
の

オ
ヤ
ゴ
ク
チ
ム

祖
玉
陳
と
い
ふ
人
、
こ
の

ホ
ウ
シ僧

に
暦
法
を
な
ら
ひ
て
、
事
な
れ
り
と
見
へ
た
れ
ど
も
、
此
時
も
、
ま
さ
し
く
こ
れ
を
用
ひ
て
、
世
に
お
こ
な
ひ
は
じ
め

た
ま給

へ
り
し
事
は
見
へ
ず
、
政
事
要
略
に
此
御
代
の
十
二
年
正
月
朔
よ
り
、
始
め
て
暦
日
を
用
ひ
た
ま
ひ
し
よ
し
見
え
た
り
、

然
る
を
書
紀
に
は
、
神
武
の

ミ御
マ
キ巻

に
、
是
年
也
太
歳
甲
寅
冬
十
月
丁
巳
朔
辛
酉
云
々

　
　
、
辛
酉
年
春
正
月
庚
辰
朔
、
…
…
な

ど
あ
る
を
は
じ
め
て
、
す
べ
て
上
つ
代
の
事
に
も
、
皆
年
月
を
し
る
し
、
又
甲
子
に
う
つ
し
て
、

ヒ日
ナ
ミ次

ま
で
を
し
る
さ
れ

た
る
は
、
い
と
も
〳
〵
心
得
が
た
し
。
そ
も
〳
〵
こ
れ
み
な
、
後
の
世
よ
り
さ
か
さ
ま
に

カ
ゾ推

え
て
、
長
暦
と
い
ふ
も
の
を
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も
て
定
め
た
り
と
、
世
の
人
は
こ
と
も
な
げ
に
思
ふ
め
れ
ど
、
…
…
（
真
暦
考
）

と
述
べ
、
ま
た
、

書
紀
の
文
を
見
る
に
、
上
代
の
月
次
日
次
の
立
様
、
全
く
漢
国
の
暦
法
の
と
ほ
り
な
り
、
神
武
天
皇
の
御
代
の
こ
ろ
、
漢

国
の
暦
法
の
あ
ら
む
事
、
大
に
疑
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
や
、
然
る
に
今
論
者
、
此
大
に
疑
ふ
べ
き
事
を
疑
は
ず
し
て
、
返
て

こ
れ
を
疑
ふ
こ
と
を
難
ず
る
は
、
い
か
な
る
意
そ
や
、
政
事
要
略
に
も
、
推
古
天
皇
十
二
年
正
月
朔
日
よ
り
暦
日
を
用
ひ

始
め
た
ま
ひ
し
と
見
え
た
り
。
そ
れ
よ
り
以
前
、
暦
日
な
き
事
知
べ
し
、（
真
暦
不
審
考
辨
）

三
韓
に
も
別
に
暦
法
の
あ
り
し
事
は
聞
え
ず
、
み
な
唐
国
の
暦
法
に
よ
れ
り
と
聞
ゆ
れ
ば
、
た
と
ひ
皇
国
に
上
代
暦
法
を

用
ひ
玉
ひ
し
に
も
せ
よ
、
…
…
唐
国
の
文
字
の
始
め
て
渡
来
し
は
応
神
天
皇
の
御
代
な
る
に
、
そ
の
以
前
神
武
天
皇
の
御

代
な
ど
に
、
彼
国
の
文
字
だ
に
し
ら
で
、
い
か
で
か
其
暦
法
を
立
る
を
得
む
、（
同
）

宣
長
が
上
代
に
於
て
は
決
し
て
暦
日
が
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
こ
と
は
、
今
日
か
ら
見
る
と
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
当
時

に
あ
っ
て
は
、
た
と
え
魏
志
の
記
事
が
知
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
思
い
き
っ
た
発
表
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
推
古
朝
の
こ

ろ
ま
で
左
様
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
あ
ま
り
に
書
紀
の
本
文
の
み
に
捉
わ
れ
過
ぎ
た
議
論
で
あ
り
、
す
で
に
応
神
朝
の
頃
か
ら

干
支
を
以
て
歳
を
呼
ぶ
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
し
、
三
韓
、

な
か
ん
ず
く

就
中
百
済
と
の
関
係
か
ら
暦
日
の
輸
入
は
あ
っ
た
と
見

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
伴
信
友
（
一
七
七
三
―
一
八
四
六
）
は
、
宣
長
が
日
本
長
暦
も
皇
和
通
暦
も
無
視
し
て
い
る
の
に
対

し
、
多
少
妥
協
的
な
態
度
を
採
っ
て
両
者
の
調
和
を
試
み
て
い
る
。

ひ

こ

ば

え

比
古
婆
衣（
国
史
・
国
文
・
国
語
の
各
分
野

に
わ
た
る
考
証
を
集
め
た
も
の
）の
日
本
紀
年
暦
考
か

ら
主
な
点
を
摘
記
す
る
と
、

上
古
の
暦
日
の
お
も
む
き
は
真
暦
考
に
い
は
れ
た
る
ま
こ
と
に
さ
る
事
な
る
べ
き
に
、
日
本
紀
に
記
さ
れ
た
る
も
ろ
こ
し

風
の
年
紀
暦
日
は
い
か
に
し
て
定
め
ら
れ
け
む
と
つ
ら
つ
ら
考
ふ
る
に
、
革
暦
部
類
に
載
た
る
昌
泰
四
年
辛
酉
二
月
三
善
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清
行
朝
臣
の
勘
奏
に
、
易
緯
云
辛
酉
為
革
命
甲
子
為
革
令
云
々
、
本
朝
自
神
武
天
皇
以
来
皆
以
辛
酉
為
一
蔀
大
変
之
首
云
々

と
い
い
、
改
元
あ
ら
む
事
を
奏
さ
れ
た
る
こ
と
み
え
た
り
。
此
勘
奏
に
よ
り
翌
年
七
月
十
五
日
延
喜
と
改
元
あ
り
。
も
ろ

こ
し
の
暦
法
を
用
ひ
ら
る
る
御
世
と
な
り
て
そ
れ
よ
り
上
つ
か
た
の
事
ど
も
は
暦
に
よ
り
た
る
年
月
を
当
て
書
記
せ
る
も

の
の

よ
う
や漸

く
に

い
で
き
た

出
来
り
け
む
を
、
遙
か
に
遠
き
御
世
の
古
伝
説
は
、
近
く
さ
だ
か
な
る
御
世
よ
り
か
つ
〴

お〵
し推

の
ぼ
せ
て
神

武
天
皇
の
御
上
に

お
し推

及
び
、
も
ろ
こ
し
の
星
運
の
説
に
合
せ
て
年
紀
を
と
と
の
へ
ら
れ
つ
る
も
の
な
る
べ
し
。
書
紀
に
の

み
太
歳
干
支
を
記
さ
れ
た
る
は
、
は
じ
め
て
御
世
〳
〵
の
年
立
干
支
を
定
め
ら
れ
た
る
が
故
な
る
べ
し
。
も
ろ
こ
し
の
史

書
ど
も
に
し
か
年
に
係
て
太
歳
干
支
と
か
け
る
は
を
さ
〳
〵
見
あ
た
ら
ぬ
例
な
り
。
継
体
紀
二
十
五
年
の
条
の
注
に
百
済

本
記
を
引
の
せ
て
其
文
云
太
歳
辛
亥
三
月
云
々
と
注
さ
れ
た
る
に
よ
り
て
お
も
へ
ば
、
其
は
も
と

か
ら
く
に

韓
国
の
な
べ
て
の
書
ざ

ま
に
て
こ
の
百
済
本
記
な
ど
の
例
に
拠
ら
れ
た
り
し
に
も
や
あ
ら
む
。
さ
て
皇
国
に
て
漢
法
の
暦
日
を
用
ひ
始

た
ま給

ひ
し
さ

ま
を

お
し推

考
ふ
る
に
、
古
へ
暦
と
い
ふ
も
の
の
な
か
り
し
世
に
年
月
日
と
い
へ
り
し
は
お
の
づ
か
ら
お
ほ
ら
か
な
る
定
り
あ

り
て
事
た
ゝ
ひ
た
り
し
も
の
な
る
べ
し
。
そ
は
先
師
の
真
暦
考
に
く
は
し
く
云
は
れ
た
る
が
如
く
に
て
、
誠
に
さ
る
こ
と

な
る
べ
け
れ
ば
さ
ら
に
言
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
漢
ぶ
み
魏
志
東
夷
伝
に
倭
人
云
々
と
て
皇
国
の
事
を
記
せ
る
中
に
、
魏
略

を
引
て
其
俗
不
知
正
歳
四
節
但
記
春
耕
秋
収
為
年
紀
と
い
へ
る
は
、
お
の
が
国
の
如
く
こ
ま
か
に
暦
日
を
定
む
る
事
の
な

か
り
つ
る
趣
を
き
き
お
よ
び
て
記
せ
る
に
て
お
ほ
か
た
合
へ
り
（
魏
志
ノ
撰
者
晋
陳
壽
ハ
、
応
神
十
八
年
五
十
六
才
ニ
テ

歿
、
魏
略
ハ
ソ
レ
以
前
ノ
書
）。
又
真
暦
考
に
、
月
次
の
定
ま
り
つ
る
は
い
づ
れ
の
御
世
よ
り
と
も
さ
だ
か
に
は
知
り
難
け

れ
ど
も
暦
を
も
ち
ひ
そ
め

た
ま給

へ
り
し

こ
ろ比

よ
り
は
遙
か
に
古
の
事
と
は
思
は
る
れ
ば
、
も
し
く
は
難
波
高
津
宮
の
御
世（
仁徳
）

の
こ
ろ
に
も
や
あ
り
け
む
。
ま
た
甲
子
と
い
ふ
事
を
用
ひ
始
め
ら
れ
し
も
同
じ
御
代
な
ど
よ
り
の
事
な
ら
む
か
。
か
く
て

あ
ま
た
の
御
世
〳
〵
を
経
て
後
に
暦
を
も
ち
ひ
始
め

た
ま給

ひ
け
る
よ
り
ぞ
、
月
次
の
月
と
天
の
月
に
因
る
月
と
を
一
つ
に
あ
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は
せ
て
い
く
か
の
日
と
い
ふ
日
次
も
一
年
一
月
の
日
数
も
、
み
な
き
は
や
か
に
定
ま
り
て
よ
ろ
づ
今
の
如
く
に
は
な
れ
り

け
る
と
論
ひ
、
又
も
ろ
こ
し
の
国
の
暦
の
皇
国
に
渡
り
来
つ
る
は
、
師
木
島
宮
の
御
世（
欽明
）の
十
四
年
に
暦
博
士
ま
た
暦

本
を

た
て
ま
つ

奉
れ
と
百
済
国
に
勅
あ
り
て
、
同
十
五
年
に
暦
博
士
固
徳
王
保
孫
と
い
へ
る
人
ま
う
で
来
つ
る
事
見
え
た
り
。
こ

れ
や
始
な
り
け
む
、
さ
れ
ど
い
ま
だ
世
に
は
行
は
れ
ざ
り
し
を
又
小
治
田
宮（
推古
）の
御
世
の
十
年
に
百
済
の
僧
観
勒
と
い

ふ
が
ま
ふ
で
来
て
暦
本
を
献
り
し
を
、
陽
胡
史
の
祖
玉
陳
と
い
ふ
人
こ
の
僧
に
暦
法
を
な
ら
ひ
て
事
な
れ
り
と
は
見
え
た

れ
ど
も
、
此
時
も
ま
さ
し
く
こ
れ
を
用
ひ
て
世
に
行
ひ
始
め

た
ま給

へ
り
し
事
は
見
え
ず
。
政
事
要
略
に
此
御
世
の
十
二
年
正

月
朔
よ
り
始
て
暦
日
を
用
ひ

た
ま給

ひ
し
よ
し
見
え
た
り
。
さ
も
あ
る
べ
し
と
い
は
れ
た
り
。

お
も
ふ
に
は
や
く
神
功
皇
后
の

か
ら
く
に

韓
国
を
征

た
ま給

ひ
其
国
の
御

ま
つ
り
ご
と

政
せ
さ
せ

た
ま給

ふ
に
あ
は
せ
て
は
、
か
の
国
に
て
用
ふ
る
文
字

を
も
朝
廷
に
て
知
食
し
、
彼
が

た
て
ま
つ

奉
れ
る
書
ど
も
を
読
ま
し
め

た
ま給

ひ
、
ま
た
こ
な
た
よ
り
も
詔
詞
書
せ
て
賜
ふ
べ
く
又
上

古
よ
り
あ
り
こ
し
ま
ま
に
て
、

か
む神

な
が
ら（
神
と

し
て
）な
る
大
ら
か
な
る
御

ま
つ
り
ご
と

政
の
み
に
て
は
新
し
く
臣
服
し
来
れ
る
こ
ち
た

き（
多
く

の

）か
ら
く
に

韓
国
人
を
治
め
給
ふ
御

ま
つ
り
ご
と

政
に
は
備
は
ら
ぬ
か
た
も
あ
り
ぬ
べ
き
を
、
更
に
其

か
ら
び
と

韓
人
の
情
を

し
り知
め召

し
て
治
め

た
ま給

は
む
に
は
便
よ
き
か
た
も
あ
る
べ
く
、
又
か
の
国
よ
り
奏
せ
る
事
な
ど
を
も
記
し
お
か
し
め

た
ま給

ふ
べ
く
、
其
外
よ
ろ
づ
に
便

よ
か
る
べ
け
れ
ば
、
そ
の
文
字
の
義
を
も
此
方
に
て

し
り知
め召

し
な
べ
て
便
よ
か
ら
む
か
た
に
は
、
此
方
の
事
に
か
け
て
も
か
つ

〴
〵
用
ひ
さ
せ
給
ひ
た
る
べ
く
、
ま
た
か
の
国
に
て
用
ひ
来
れ
る
年
月
日
次
の

さ
だ
め定

を
し
り知
め召

さ
ず
て
は
、
八
十
艘
の
調
貢
船

の
往
還
な
ど
を
正
さ
る
べ
き
便
よ
ろ
し
か
る
ま
じ
く
、
は
た

こ
な
た

此
方
に
て
も
さ
る

さ
だ
め定

あ
ら
む
に
彼
と

こ
な
た

此
方
と
記
し
合
は
す
る

に
便
よ
き
わ
ざ
な
れ
ば
、
か
た
が
た
彼
国
に
て
用
ふ
る
暦
の
一
年
一
月
の
日
数
の
定
な
ど
を
年
々
に

め
し
あ
げ

召
上
て
用
ひ

た
ま給

ひ
た

り
し
な
る
べ
し
。
さ
て
欽
明
天
皇
の
御
世
に
及
び
て
は
、
そ
の
暦
を
全
く
用
ひ

た
ま給

は
む
と
し
て
其
道
の
博
士
を

め
し
あ
げ

召
上
て
常

に
交
替

た
て
ま
つ

奉
る
べ
く
詔
ひ
つ
け

た
ま給

ひ
暦
法
の
書
を
も

た
て
ま
つ

奉
ら
し
め
其
趣
を

き
こ
し
め

聞
召
し
、
臣
た
ち
の
中
を
ゑ
ら
び
て
か
つ
〴
〵
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学
ば
せ

た
ま給

ひ
た
り
し
な
る
べ
し
。
か
く
て
推
古
天
皇
の
御
世
に
及
び
て
、
紀（
日
本

書
紀
）に
十
年
冬
十
月
百
済
僧
観
勒
来
之
伍

貢
暦
本
及
天
文
地
理
書
云
々
書
也
是
時
云
々
陽
胡
史
祖
玉
陳
習
暦
法
大
友
村
主
高
聡
学
天
文
遁
甲
云
々
皆
学
以
成
業
と
見

え
た
り
。
か
く
て
同
十
二
年
よ
り
其
暦
を
用
ひ
給
ひ
始
て
天
下
に
頒
行
は
せ

た
ま給

ひ
た
り
し
な
り
。
其
は
政
事
要
略
廿
五
巻

に
、
儒
伝
云
以
小
治
田
朝
十
二
年
歳
次
甲
子
正
月
戊
戌
朔
始
用
暦
日
と
見
え
た
る
是
な
り
。
書
紀
に
は
是
日
に
始
賜
冠
位

於
諸
臣
各
有
差
と
見
え
て
始
用
暦
日
の
事
見
え
ず
。
か
か
る
重
事
を
記
洩
さ
る
べ
き
に
は
あ
ら
ざ
め
る
を
、
既
く
写
脱
せ

る
本
の
今
の
世
に
伝
は
れ
る
も
の
な
る
べ
し
。
其
の
ち
持
統
天
皇
の
御
世
に
及
び
て
、
紀（
日
本

書
紀
）に
四
年
庚
寅
十
一
月
甲

申
奉
勅
始
行
元
嘉
暦
與
儀
鳳
暦
と
見
え
た
り
。
さ
て
こ
の
（
中
根
元
圭
の
）
推
算
暦
法
に
よ
り
て
、
今
お
の
れ
が
考
に
当
て

お
し推

考
ふ
る
に
、
お
ほ
よ
そ
神
功
皇
后
の
御
世
の
こ
ろ
よ
り
仁
徳
天
皇
の
十
年
壬
午
ま
で
百
済
の
暦
日
を
用
ひ

た
ま給

ひ
、
そ
の

ほ
ど
其
国
人
等
に
命
ぜ
て
其
暦
法
に
よ
り
て
上
世
に
遡
て
年
紀
を
製
ら
し
め
置
て
、
さ
て
（（
コ
レ
ハ
推
古
朝
聖
徳
太
子
ニ

ヨ
ッ
テ
行
ハ
レ
タ
モ
ノ
デ
ア
ロ
ウ
））

か
ら
く
に

韓
国
御
征
の
始
よ
り
御

ま
つ
り
ご
と

政
に
あ
ず
か
る
こ
と
ど
も
を
も
は
ら（
も
っ

ぱ
ら
）記
さ
し
め

た
ま給

ひ
、
又
上
古
よ
り
語
り
つ
ぎ
来
れ
る
古
事
を
も
か
つ
〴
〵
記
さ
し
め

た
ま給

ひ
た
り
し
な
る
べ
し
。
こ
れ
ま
で
い
は
ゆ
る

上
古
暦
の
間
な
り

か
く
て
仁

徳
十
一
年
癸
未
よ
り
は
、
か
の
国
に
て
改
た
り
け
む
暦
日
を
用
ひ

た
ま給

へ
る
ほ
ど
、
欽
明
天
皇
の
御
世
に
及
び
て
百
済
よ
り
暦

博
士
を
め
さ
れ
て
其
趣
を
き
こ
し
め
し
、
そ
の
暦
法
を
習
は
し
試
み
て
此
方
に
て
暦
本
作
ら
し
め

た
ま給

は
ん
と
せ
さ
せ
給
ひ

た
り
け
ん
が
業
な
ら
で
止
み
た
り
し
に
、
推
古
天
皇
の
御
世
の
十
年
に
更
に
玉
陳
に
命
せ
て
百
済
僧
観
勒
に
暦
法
を
習
は

し
め

た
ま給

ひ
、
業
成
て
け
れ
ば
始
て
そ
の
暦
本
を
作
ら
し
め

た
ま給

ひ
、
十
二
年
甲
子
よ
り
天
下
に
頒
行
し
給
ひ
、
い
は
ゆ
る

中
古
暦
也
又
皇

極
天
皇
二
年
癸
卯
よ
り
暦
法
を
改
め
給
ひ
、
い
は
ゆ
る
中
古
暦
な
り
、
も
ろ
こ
し

は
な
ほ
元
嘉
暦
を
用
ひ
た
り
け
む

持
統
天
皇
五
年
よ
り
元
嘉
暦
を
用
ひ
給
ひ
、
文

武
天
皇
元
年
よ
り
儀
鳳
暦
を
用
ひ
た
り
し
な
り
。（
一
七
九
二
四
七
〇
余
歳
と
い
ふ
説
の
如
き
は
）
皇
国
の
神
代
の
殊
な
る

趣
を
忘
れ
て
、
た
だ
国
初
の
か
れ
よ
り
は
、
い
た
く
お
く
れ
て
お
と
り
ざ
ま
に
き
こ
ゆ
る
を
、
あ
か
ぬ
事
に
競
ひ
お
も
ひ
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て
か
の
国
の
あ
る
が
中
の
一
説
に
合
へ
た
る
か
、
ま
た
た
だ
其
説
に
競
ひ
た
る
に
て
も
あ
る
べ
し
、
神
武
紀
に
始
め
て
見

え
た
る
干
支
を
よ
す
が
に
、
い
は
ゆ
る
一
百
七
十
九
万
云
々
の
年
暦
を
作
り
て
か
の
暦
運
記
の
ご
と
き
説
も
出
来
り
し
も

の
な
る
べ
し
。

こ
の
上
世
か
ら
の
推
算
と
い
う
説
に
は
昔
か
ら
反
対
者
が
あ
っ
た
が
、
今
日
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
お
ど
ろ
か
れ
る
。
そ
れ
は

ひ
っ
き
ょ
う
古
暦
法
の
知
識
が
乏
し
い
た
め
で
あ
る
。
反
対
論
者
は
い
う
。

日
本
紀
の
月
朔
干
支
は
大
体
い
づ
れ
の
朔
も
今
日
計
算
し
た
朔
と
殆
ど
合
致
し
て
ゐ
る
。
か
や
う
に
正
確
に
朔
を
計
算
す

る
こ
と
は
後
日
の
逆
算
と
し
て
は
余
程
達
者
な
暦
算
家
が
我
国
に
居
た
と
し
て
も
、
当
時
の
組
織
で
は
至
難
な
こ
と
で
あ

つ
た
ら
う
と
思
ふ
。
ま
た
其
頃
は
支
那
に
も
ま
だ
長
暦
は
出
来
て
居
な
か
つ
た
筈
で
あ
る
。

い
わ
ん況

や
そ
の
一
つ
宛
に
歴
史
の

記
事
を
後
日
に
於
て
あ
て
は
め
る
こ
と
は
到
底
出
来
な
い
。
必
ず
出
来
上
つ
た
も
の
は
各
処
に
於
て
矛
盾
や
自
家
撞
着
を

生
ず
る
筈
で
あ
る
。

今
こ
の
論
者
に
、
神
武
以
来
約
千
年
間
の
月
朔
干
支
が
儀
鳳
暦
平
朔
で
十
分
に
表
わ
さ
れ
る
こ
と
を
告
げ
た
ら
何
と
い
う
で
あ

ろ
う
か
。
又
逆
算
に
長
暦
な
ど
を
必
要
と
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ん況

や
そ
の
一
つ
宛
に
歴
史
の
記
事
を
後
日
に
於
て
云
々

は
、
ま
さ
に
論
者
の
い
う
通
り
で
あ
っ
て
、
日
本
書
紀
の
紀
年
は
後
日
に
於
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
中
国
・
朝
鮮

の
歴
史
と
矛
盾
撞
着
を
示
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

し
こ
う而

し
て
こ
の
矛
盾
撞
着
こ
そ
が
紀
年
の
誤
り
を
示
し
て
お
り
、
ひ
い
て
日

本
書
紀
の
暦
日
が
後
世
の
つ
く
り
も
の
で
あ
る
こ
と
を
最
も
雄
弁

か且
つ
簡
単
に
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
明
治
以
降
の
研
究

日
本
紀
の
暦
日
を
そ
の
紀
年
と
の
関
係
に
於
て
考
え
る
時
、
そ
れ
が
後
世
か
ら
の
逆
算
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
端
的
に
明
ら
か
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に
さ
れ
よ
う
。
辻
善
之
助
博
士
に
日
本
紀
年
論
纂
と
い
う
大
部
の
編
著
が
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
日
本
紀
年
の
誤
り
に
つ
い
て

の
論
著
が
今
日
ま
で
に

お
び
た
だ

夥
し
く
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
初
め
て
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
た
人
は
新
井
白
石
で

あ
ろ
う
。
彼
は
仲
哀
歿
年
の
研
究
か
ら
、
日
本
紀
年
の
造
り
も
の
な
る
こ
と
を
看
破
し
た
。

日
本
紀
に
見
え
し
所
の
（
中
略
）
か
ゝ
る
事
（
仲
哀
歿
年
の
四
十
二
年
誤
れ
る
こ
と
）
ど
も
多
き
は
、
帝
紀
の
ご
と
き
そ

の
実
に
よ
り
て
記
さ
れ
ん
に
は
、
人
皇
の
御
代
の
始
め
の
甚
だ
遠
か
ら
ぬ
事
に
嫌
ひ
あ
れ
ば
、
世
々
の
み
か
ど
の
世
を
志

ろ
し
め
さ
れ
し
ほ
ど
を
も
、
そ
の
御
よ
は
ひ（
年齢
）ほ
ど
を
も
其
年
を
加
へ
て
記
さ
れ
し
か
ば
、
そ
の
多
か
る
中
志
る
し
あ

や
ま
ら
れ
し
と
こ
ろ
な
き
事
を
得
ず
。（
古
史
通
或
問
中
）

非
常
に
遠
慮
が
ち
に
云
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
的
確
に
的
を
衝
い
て
い
る
。
白
石
は

ち
ょ
う朝
し
ん臣

で
な
く
幕

臣
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
か
く
言
明
し
得
た
の
だ
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
紀
年
問
題
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
菅
政
友
・
那
珂
通
世
・
久
米
邦
武
博
士
等
に
よ
っ
て
詳
密
な
研
究
が
進
め
ら
れ
、

こ
と殊

に
那
珂
通
世
博
士
の
研
究
が
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
之
を
概
説
す
れ
ば
、
日
本
紀
年
は
七
世
紀
中
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
歴

史
の
古
い
文
明
の
進
ん
だ
中
国
に
対
し
て
、
後
れ
た
新
し
い
奈
良
朝
の
官
僚
が
、
中
国
に
劣
ら
ず
我
邦
も
古
い
伝
統
を
も
つ
国

で
あ
る
こ
と
を
偽
装
す
る
た
め
に
作
っ
た
紀
年
な
ど
の
で
あ
る
。（
推
古
ハ
奈
良
朝
〈
七
一
〇
年
カ
ラ
〉
以
前
ダ
、
最
近
ノ
説
ハ

奈
良
朝
ニ
定
メ
ラ
レ
タ
ト
ナ
ッ
テ
イ
ル
）。

こ
の
紀
年
の
根
拠
と
な
っ
た
も
の
は
、
当
時
朝
鮮
で
も
さ
か
ん
で
あ
っ
た

し
ん
い

讖
緯
説（
陰
陽
五
行
説
に
基
づ
き
、
天
変
地

異
に
よ
っ
て
運
命
を
予
測
す
る

）で
あ
っ
て
、

そ
の
中
の
辛
酉
革
命
・
甲
子
革
令
説
を
採
用
し
、
辛
酉
年
は
非
常
の
事
件
が
起
る
年
で
あ
る
と
い
う
説
に
従
っ
て
、
推
古
九
年

辛
酉
（
西
紀
六
〇
一
年
）
か
ら
一

ほ
う蔀

一
二
六
〇
年
を
遡
っ
た
年
を
神
武
元
年
と
定
め
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
い
わ
れ
る
（
六
六

一
ダ
ト
云
フ
説
モ
ア
ル
）。
そ
れ
は
推
古
天
皇
の
時
、
聖
徳
太
子
が
国
史
を
編
纂
す
る
た
め
日
本
の
建
国
い
わ
ゆ
る
紀
元
元
年
を
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そ
れ
以
前
ど
れ
位
の
年
代
を
遡
っ
た
と
こ
ろ
に
お
く
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
逢
遇
し
た
際
に
、

し
ん
い

讖
緯
説
を
採
用
し
て
、
六
十
年

を
二
十
一
倍
し
た

ほ
う蔀

、
こ
の
一

ほ
う蔀

一
二
六
〇
年
を
遡
ら
せ
た
辛
酉
年
を
神
武
即
位
の
年
と
決
め
た
の
で
あ
る
。
推
古
の
お
く
り

な（
諡号
）は
そ
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

右
の
紀
年
問
題
と
の
関
係
に
於
て
あ
ら
た
め
て
日
本
書
紀
の
暦
日
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が

こ
し
ら拵

え
も
の
で
あ
る
か
固
有
の

も
の
（
そ
の
時
に
記
録
さ
れ
た
も
の
）
で
あ
る
か
の
判
断
は
、
三
尺
の
童
子
と

い
え
ど雖

も
可
能
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
そ
れ
が

後
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

も
は
や

最
早
言
葉
を
費
す
ま
で
も
な
い
く
ら
い
明
白
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
だ
か
ら
後

世
の
推
算
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
手
順
に
よ
っ
て
そ
れ
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

四
　
日
本
書
紀
原
文
の
訂
正
に
つ
い
て

日
本
書
紀
暦
日
の
推
算
が
一
通
り
終
っ
た
後
に
原
文
の
比
較
対
照
し
て
見
る
と
、
推
算
と
合
わ
ぬ
も
の
が
幾
つ
か
現
わ
れ
て

く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
不
一
致
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は

ど何
う
い
う
態
度
を
採
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
は
次
の
三
項
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
、　
推
算
を
正
し
と
し
て
原
文
（
干
支
・
年
・
月
）
を
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。

二
、　
訂
正
は
な
る
べ
く
一
部
分
に
と
ど
め
、
し
か
も
出
来
る
だ
け
少
数
に
と
ど
む
べ
き
で
あ
る
。

三
、　
原
文
を
訂
正
す
る
の
は
不
可
で
あ
る
。
合
わ
な
け
れ
ば
推
算
法
を
考
え
直
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
論
点
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
一
応
春
海
が
日
本
書
紀
暦
考
に
か
か
げ
た
要
訂
正
表
（
第
Ⅰ
表
）
を
抄
録
し
て
お

く
。
そ
れ
は
月
中
の
干
支
を
訂
正
し
た
も
の
、
年
号
を
訂
正
し
た
も
の
（
反
正
六
年
、
推
古
三
十
二
、
三
十
三
年
）
は
自
明
と

し
て
省
き
、
ま
た
日
本
紀
略
や
古
写
本
に
よ
っ
て
訂
正
の
是
認
さ
れ
る
も
の
を
も
除
い
た
も
の
で
、
そ
う
す
る
と
総
数
三
十
六

の
う
ち
表
示
の
十
一
個
だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
る
。



12

第
Ⅰ
表

日
本
書
紀

春
海
の
訂
正

西
紀

1

緩
靖
二
十
五
年

正
月
壬
子
朔

壬
午
朔

前
五
五
七

2

孝
元
　
　
四
年

三
月
甲
申
朔

正
月

正
月
甲
申
朔
三
月
癸
未
朔

前
二
一
一

3

垂
仁
九
十
九
年

七
月
戊
午
朔

乙
巳
朔

七
〇

4

応
神
　
　
二
年

三
月
庚
戌
期

四
月

二
七
一

5

欽
明
　
十
四
年

五
月
戊
辰
朔

壬
戌
朔

戊
辰
ハ
七
日

五
五
三

6

敏
達
　
　
四
年

二
月
壬
辰
朔

丙
戊
朔

壬
辰
ハ
七
日

五
七
五

7

崇
峻
　
　
四
年

十
二
月
己
卯
朔

十
一
月

五
九
一

8

推
古
三
十
六
年

四
月
壬
午
朔

丁
丑
朔

壬
午
ハ
六
日

六
二
八

9

〃
　
　
〃

九
月
己
巳
朔

乙
巳
朔

六
二
八

10

大
化
　
　
五
年

五
月
癸
卯
朔

七
月

五
月
甲
辰
朔

六
四
九

11

持
統
　
　
三
年

十
一
月
己
丑
朔

己
卯
朔

己
丑
ハ
十
一
日

六
八
九

春
海
の
こ
の
訂
正
は
、一
部

の
人
々
を
除
い
て
一
般
に
承

認
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
反
対
者
と

い
え
ど雖

も
こ

れ
ら
の
全
部
を
拒
否
す
る
も

の
は
な
い
。
例
え
ば
大
日
本

史
陰
陽
志
の
著
者
は
、
推
古

天
皇
三
十
二
年
を
三
十
一
年

と
改
む
る
こ
と
に
疑
を
抱
き
、

伴
信
友（
一
七
七
三
―
一
八
四

六
）は
、同
三
十
六
年
四
月
壬

午
朔
を
丁
丑
朔
と
訂
正
す
る

こ
と
に
不
満
を
示
し
て
い
る
。

な
お
極
端
な
例
で
は
、
Ｈ
博

士（
平
山
清
次
。
小
惑
星
の

「
族
」
の
発
見
で
有
名

）の
如
き
は
筆
者
と
の
論
戦
に
於
て
春
海
の
訂
正
を
全
面
的
に
否
認
す
る
態
度
を
示
し
た
も
の
で
、
こ
の

点
に
つ
い
て
は
後
条
に

あ
ら
た更

め
て
辨
述
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
二
者
の
疑
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
拠
を
示
さ
な
い
の
で
要
領
を

得
な
い
が
、
い
づ
れ
何
等
か
の
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
筆
者
に
は
こ
の
点
に
疑
を

さ
し
は
さ

挟
む
べ
き
い
わ
れ
は
少
し
も

な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
む
し
ろ
不
思
議
に
思
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
推
古
三
十
二
年
中
の
月
朔
干
支
は
推
算
に
す
れ
ば
三
十
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一
年
の
に
相
当
す
る
。
三
十
二
年
の
も
の
と
し
て
は
そ
れ
が
十
一
日
ば
か
り
お
く
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
か
ら
（
暦

法
の
如
何
に

か
か
わ拘

ら
ず
）、

く
だ
ん件

の
訂
正
は
極
め
て
平
々
凡
々
た
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
の
に
、
専
門
の
暦
学
者
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
大
日
本
史
陰
陽
志
の
著
者
が
、
他
の
訂
正
に
は
文
句
を

さ
し
は
さ

挟
ま
な
い
の
に
、
こ
の
平
凡
な
訂
正
に
限
っ
て
文
句
を

さ
し
は
さ

挟
む
の

は
不
可
解
で
あ
る
し
、
伴
信
友
が
三
十
六
年
四
月
壬
午
朔
に
限
っ
て
訂
正
に
疑
い
を

さ
し
は
さ

挟
む
の
も
、
同
様
に
不
可
解
と
し
か
思

え
な
い
。

古
い
文
献
が
伝
来
の
際
に
多
く
の
脱
字
や
誤
写
を
や
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
っ
て
、

こ
と殊

に
干
支
の
如
き
は
、
乙
と
巳
、
子

と
午
、
丑
と
巳
な
ど
、
字
形
の
似
て
い
る
も
の
が
あ
る
た
め
に
誤
字
を
や
り

や
す易

い
。
朝
鮮
・
支
那
の
書
物
で
も
日
本
の
に
劣
ら
ず

誤
字
が
多
い
の
で
あ
る
。
表
の
訂
正
中
に
は
、
こ
の
事
実
を
考
慮
に
入
れ
る
時
、
容
易
に
是
認
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
字
形
の

似
て
い
な
い
訂
正
は
朔
の
干
支
を
伝
写
の
際
に
写
し
落
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
、
例
え
ば
欽
明
十
四
年
五
月
戊
辰
朔
は
、
壬

戌
朔
戊
辰
と
あ
っ
た
壬
戌
朔
を
脱
落
し
た
の
で
、
次
に
あ
る
戊
辰
に
朔
の
字
を
後
人
が
書
き
入
れ
た
も
の
と
し
て
十
分
よ
く
説

明
さ
れ
る
と
思
う
。
戊
辰
は
こ
こ
で
ど
ん
な
暦
法
に
よ
っ
て
も
七
日
頃
で
あ
り
上
弦
頃
に
あ
た
る
の
で
あ
る
か
ら
、
月
の

え
い
き

盈
虧

を
目
安
と
し
た
陰
陽
暦
で
あ
る
限
り
、
如
何
な
る
暦
法
に
よ
ろ
う
と
も
朔
に
は
な
る
筈
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
綏
靖
二
十
五
年
正

月
壬
子
朔
を
壬
午
朔
、
推
古
三
十
六
年
九
月
己
巳
朔
を
乙
巳
朔
と
訂
正
し
た
の
は
干
支
の
文
字
の
似
て
い
る
こ
と
か
ら
伝
写
の

誤
り
と
し
て
是
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
己
巳
は
乙
巳
よ
り
三
十
六
日
前
で
あ
る
か
ら
抗
議
の
余
地
は
な
い
け
れ
ど
も
、

前
者
の
壬
子
（
朔
）
は
壬
午
と
三
十
日
を
経
だ
た
り
、
丁
度
一
ケ
月
の
差
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
訂
正
を
否
認
せ
ん
と
す

る
異
常
暦
説
論
者
も
あ
る
。
前
述
の
Ｈ
博
士
の
如
き
が
そ
の
一
人
で
あ
る
。

い
ま
異
常
暦
法
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
を
機
会
に
、
こ
こ
で

ち
ょ
っ
と

一
寸
推
算
暦
法
の
性
質
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
か
ね
ば
な
る

ま
い
。
一
体
推
算
暦
法
は
如
何
な
る
手
段
に
よ
っ
て
求
め
だ
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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保
井
春
海
は
こ
れ
を
日
本
書
紀
所
載
の
暦
日
か
ら
推
定
し
た
と
極
て
簡
単
に
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
そ
れ
を
誘
導

し
た
方
法
そ
の
も
の
が
さ
っ
ぱ
り
不
明
な
の
で
あ
る
が
、
谷
秦
山
の
秦
山
集
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
彼
の
直
説
（
神
武
天
皇
の
動

作
云
々
の
条
）
と
思
わ
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

即
ち
同
書
巻
三
十
六
に
、

古
暦
法
は
神
武
天
皇
元
年
辛
酉
歳
を
元
と
す
る
。
歳
周
三
六
五
日
二
四
六
四
〇
〇
。
こ
れ
貞
享
暦
元
再
長
の
数
た
り
云
々
。

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
歳
周
（
大
陽
年
）
の
値
は
貞
享
暦
法
に
従
い
貞
享
暦
の
歳
周
の
値
に
歳
周
再
長
法
を
応
用
し
て
出
し
た

値
、
三
六
五
日
二
四
六
三
八
二
を
切
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
朔
望
月
の
長
さ
に
は
、
儀
鳳
暦
の
値
二
九
日
五
三
〇

五
九
七
か
ら
極
く
僅
か
、

も
う
し
わ
け

申
訳
ば
か
り
に
極
く
わ
ず
か
異
な
っ
た
二
九
日
五
三
〇
五
九
八
〇
な
る
値
を
採
っ
た
。
思
う
に
彼
も

最
初
は
貞
享
暦
の
値
二
九
日
五
三
〇
五
九
〇
を
採
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
日
本
書
紀
の
暦
日
に
合
致
し
得
な
い
こ
と

を
見
出
し
、
残
念
な
が
ら
儀
鳳
暦
の
値
に
迎
合
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
推
算
暦
法
の
要
素
の
所
載
の
干
支
か
ら
直
接
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
初
め
そ
の
要
素
に
或
る

値
を
仮
定
し
、
そ
れ
に
よ
る
推
算
の
不
一
致
か
ら
要
素
の
値
を
加
減
し
て
行
く
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
門
外
漢
に
は
、
春
海
に
は
何
か
魔
術
的
手
段
で
も
あ
っ
て
日
本
書
紀
暦
日
の
構
成
の
秘
密
を
見
抜
い
た
よ
う
に
思
う

の
は
、
と
ん
だ
買
い

か
ぶ被

り
で
あ
る
。

も
っ
と尤

も
こ
の
よ
う
な
研
究
を
や
っ
た
の
は
彼
が
最
初
の
人
で
、

こ
と殊

に
算
術
の
不
便
だ
っ
た
当

時
と
し
て
は
、
確
か
に
破
天
荒
の
研
究
で

か且
つ
大
い
に
暦
学
の
研
究
を
刺
激
し
た
点
に
於
て
偉
大
な
る
暦
学
者
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
率
直
に
こ
れ
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
偉
大
な
る
暦
学
者
で
あ
る
か
ら
何
か
ら
何
ま
で
え
ら
い
と
妄
信

す
る
こ
と
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
作
っ
た
第
一
期
古
暦
法
が
神
武
天
皇
の
勅
作
だ
と
い
う

よ
ま
よ
い
ご
と

世
迷
言
の
如
き
は
、
彼
が
山

崎
闇
斎
（
一
六
一
八
―
八
二
）
の
高
弟
と
し
て

マ
マ因

陋
な
る
神
道
家
な
る
が
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、

い
た
ず徒

ら
に
後
世
有
識
者
の
物
笑
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い
の
種
を
蒔
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
日
本
書
紀
暦
日
に
対
す
る
暦
法
を
推
定
す
る
場
合
に
は
別
に
断
わ
っ
て
お
か
な
い
が
、
そ
れ

は
支
那
の
古
暦
に
見
る
が
如
き
平
朔
（
経
朔
）
平
気
（
恒
気
）
を
中
心
と
す
る
東
洋
流
の
陰
陽
暦
で
あ
る
と
い
う
仮
定
が
暗
然

の
う
ち
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

決
し
て
同
じ
陰
陽
暦
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
ユ
ダ
ヤ
暦
の
如
き
も
の
は
考
え
も
せ
ず
、

も
ち
ろ
ん

勿
論
採
用
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
日
本
書
紀
の
暦
日
に
於
て
、
閏
月
は
中
気
を
含
ま
ぬ
月
で
あ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
暦
の
如
く
□
□
（
原
稿
空

白
）
で
は
な
い
と
仮
定
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
こ
の
仮
定
は
推
算
と
所
載
の
閏
月
が
一
致
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
是
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
閏
月
挿
入
の
法
則
は
、
果
し
て
支
那
暦
古
来
の
規
定
通
り
に
な
っ
て
い
る

や
否
や
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
あ
た
ら
な
い
。
右
の
一
致
し
て
い
る
、
も
っ
と
柔
か
く
い
え
ば
、
右
の
調
和
し
て
い
る
事
実
と

の
こ
と
が
、
仮
定
の
合
理
性
を
肯
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
に
閏
月
の
決
め
方
を
問
題
に
し
て
い
る
、
否
、
し
た
が

る
論
者
は
、
そ
の
態
度
が
一
見
ま
こ
と
に
科
学
的
な
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
時
と
場
合
に
よ
り
け
り
で
あ
っ
て
、
八
世
紀
の

始
め
に
支
那
の
洛
書
を
漁
っ
て
満
艦
飾
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
日
本
書
紀
の
、
そ
れ
も
そ
の
編
纂
当
時
の
逆
算
で
あ
る
こ
と
の

明
白
な
る
暦
日
に
対
し
て
当
て
は
め
る
べ
き
質
問
と
し
て
は
、「
余
り
に
科
学
的
な
」、
云
い
か
え
れ
ば
、
む
し
ろ
科
学
的
と
い

う
こ
と
を
単
な
る
看
板
に
か
つ
い
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
非
常
識
な
質
問
で
し
か
有
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
質
問
を
発
す
る
人
は
、
前
に

ち
ょ
っ
と

一
寸
述
べ
た
異
常
暦
法
説
を
心
に
思
い
浮
べ
て
い
る
人
で
、
そ
の
よ
う
な
態
度
で

日
本
書
紀
の
暦
を
検
討
し
よ
う
と
試
み
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
日
暮
れ
て
道
遠
し
で
あ
っ
て
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
何
ら
の
結

論
に
到
達
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
に
述
べ
た
Ｈ
博
士
の
如
き
は
実
に
そ
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
の
で
、
筆
者
よ

り
は
、
は
る
か
に
先
輩
で
あ
り
な
が
ら
生
涯
つ
い
に
日
本
書
紀
の
暦
日
に
つ
い
て
の
研
究
を
纏
め
る
こ
と
が
出
来
ず
に
去
っ
た

の
で
あ
る
。

も
っ
と尤

も
こ
れ
に
は
他
に
二
三
の
考
え
ら
る
べ
き
事
情
が
な
い
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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そ
れ
は
一
方
に
於
て
春
海
の
研
究
を
不
十
分
と
し
て
い
な
が
ら
、
他
方
に
於
て
は
大
学
教
授
・
官
僚
の
一
人
、
御
用
学
者
を
以

て
自
ら
任
じ
て
い
る
彼
と
し
て
は
、
当
時
の
帝
国
主
義
的
雰
囲
気
の
濃
厚
だ
っ
た
中
に
あ
っ
て
は
、
真
の
科
学
的
な
自
由
な
研

究
は
抑
圧
さ
れ
て
い
た
し
、
彼
と
し
て
は
立
身
出
世
の
妨
げ
と
な
る
よ
う
な
研
究
を
発
表
す
る
こ
と
は
欲
し
な
か
っ
た
し
、
ま

た
出
来
も
し
な
か
っ
た
。

い
い
換
れ
ば
、
彼
は
日
本
書
紀
の
暦
日
が
後
世
の
逆
算
で
あ
る
こ
と
を
心
の
中
で
は
信
じ
な
が
ら
（
い
や
自
分
と
の
論
争
の
は

ず
み
に
彼
は
逆
算
で
あ
る
こ
と
ぐ
ら
い
は
知
れ
き
っ
て
い
る
と
失
言
？

し
た
も
の
で
あ
る
）、
御
用
学
者
と
し
て
、
そ
れ
が
支

那
暦
に
よ
る
推
算
に
す
ぎ
な
い
と
明
言
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
こ
そ
が
純
粋
科
学
的
な
研
究
法
だ
と
い
っ

て
一
個
の

ぬ
え鵺

的
な
異
常
暦
法
を
考
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
法
は
、
心
中
に
信
じ
て
い
た
後
世
の
逆
算
云
々
は
忘

れ
た
よ
う
に
お
く
び
に
も
出
さ
な
い
で
、
こ
の
異
常
暦
法
こ
そ
が
神
武
天
皇
様
以
来
実
際
に
行
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
間
違
い
の

な
い
日
本
固
有
の
暦
法
な
の
だ
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
粋
主
義
者
・
帝
国
主
義
者
一
流
の
御
賞
め
に
あ

ず
か
り
、
あ
わ
よ
く
ば
帝
国
学
士
院
賞
を
も
貰
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が乍

ら
、
彼
が
い
か
に
熱
望
し
よ
う
が
、
そ

ん
な

ぬ
え鵺

的
異
常
暦
法
な
ど
は
到
底
分
る
も
の
、
否
、
決
め
ら
れ
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
い
ら
い
ら
し
な
が
ら
も
身
を

終
る
…
…
、
何
一
つ
発
表
に
値
す
る
ほ
ど
の
研
究
成
果
を
も
収
め
え
な
か
っ
た
ら
し
い
。

そ
の
よ
う
に
平
生
い
ら
い
ら
し
て
い
た
彼
の
前
に
、
何
も
し
ら
ぬ
筆
者
の
論
文
が

さ
し
だ

差
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
見
て
愕
然

と
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
彼
が
も
し
全
く
自
由
な
立
場
に
あ
っ
た
場
合
に
は
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
結
論
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
つ
い
で
彼
の
心
中
に
は
嫉
妬
の
念
が
湧
い
た
ら
し
い
。
彼
は
儀
礼
的
に
た
だ
「
君
の
労
を
多
と
す
、
い
ず
れ
ゆ
っ

く
り
一
読
し
て
か
ら
」
云
々
と
述
べ
た
だ
け
で
、
興
味
な
さ
そ
う
に
筆
者
の
論
文
を
傍
わ
ら
に
片
附
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

昭
和
十
五
年
某
月
某
日
第
二
回
会
見
の
際
、
わ
れ
わ
れ
両
者
の
間
に
激
論
が
闘
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
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後
条
で
な
お
詳
し
く
述
べ
る
で
あ
ろ
う
。

五
　
日
本
書
紀
の
基
に
な
っ
た
暦
法

さ
て
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
自
分
の
研
究
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
よ
う
と
思
う
。
自
分
の
研
究
に
於
て
は
、
日
本
書
紀
の
編
纂
・

構
成
等
に
関
す
る
従
来
の
歴
史
家
の
華
々
し
い
多
く
の
業
蹟
が
あ
る
の
に
照
し
て
、
そ
の
暦
日
の
本
質
に
つ
い
て
も
確
信
あ
る

批
判
が
加
え
得
る
に
か
ん
が
み
、
普
通
一
般
こ
の
種
の
研
究
に
対
す
る
金
科
玉
条
と
し
て

じ
ゅ
ん
ぽ
う

遵
奉
さ
る
べ
き
白
紙
的
態
度
を
必
要

と
し
な
い
。
今
ま
で
繰
り
返
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
編
纂
時
代
支
那
暦
に
よ
っ
て
逆
算
し
て
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
自
分
の
研
究
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
支
那
暦
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
点
に
集
中
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
自
分
の
研
究
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
推
算
さ
れ
た
支
那
暦
法
は
、
日
本
紀
編
纂
当
時
に
於
て
最
新
の
暦
法
で
あ
っ
た
と
こ

ろ
の
麟
徳
暦
（
儀
鳳
暦
）
と
元
嘉
暦
で
あ
る
。
自
分
は
日
本
書
紀
所
載
の
月
朔
全
部
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
両
暦
法
に
よ
る
推

算
を
行
っ
た
外
、
必
要
に
応
じ
て
春
海
・
元
圭
の
三
期
暦
法
及
び
大
衍
暦
・
五
紀
暦
等
に
よ
る
推
算
を
も
行
っ
た
外
、
さ
ら
に

全
部
に
対
し
てC

arl
S
ch
o
ch

の
月
朔
表
に
よ
る
推
算
を
行
っ
た
。
日
本
書
紀
所
載
の
月
朔
干
支
は
、
そ
れ
ら
の
結
果
と
一
日
以

上
の
差
の
あ
る
も
の
は
な
い
。
大
部
分
、
い
や
過
半
数
は
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

推
算
と
著
し
い
差
あ
る
も
の
は
原
文
の
誤
字
と
断
定
し
て
取
り
除
い
た
こ
と
は

も
ち
ろ
ん

勿
論
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
前
に
か
か
げ
た
春

海
の
訂
正
表
（
第
Ⅰ
表
）
と
一
致
す
る
外
（
訂
正
表
を
是
認
す
る
も
の
で
あ
る
）、
さ
ら
に
自
分
が
更
め
て
提
出
し
て
識
者
の
判

断
を
乞
わ
ん
と
す
る
も
の
が
二
つ
三
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
ず
れ
も
閏
月
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ

る
と
も
い
え
よ
う
。
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第Ⅱ表　月朔及閏月異同対照表

日　本　書　紀 西紀 儀　鳳　暦 元　嘉　暦 大　衍　暦 備　　考
太歳　　甲寅　十一月丙戌 −666 22.964丙戌 23.153丁亥 23.017丁亥 儀鳳暦定朔丁亥
　　　　戊午　　六月乙未 −662 31,841乙未 32.030丙申 31.894乙未
　　　　　　　　八月甲午 〃 30.902甲午 31.091乙未 30.955甲午
　　　　　　　　十月癸巳 〃 29.963癸巳 30.152甲午 30.017甲午
神武　　元年　　正月庚辰 −659 16.820庚辰 17.007辛巳 16.873庚辰 儀鳳暦定朔庚辰
　　　　四年　　二月壬戌 −656 58.983壬戌 59.169癸亥 59.036癸亥
　　四十二年　　正月壬子 −618 48.833壬子 49.013癸丑 48.883壬子
　　七十七年　　九月乙卯 −583 51.826乙卯 52.001丙辰 51.874乙卯
安寧　　三年　　正月戊寅 −545 14,962戊寅 15.132己卯 15.008己卯
懿徳　　二年　　二月癸卯 −508 39.975癸卯 40.140甲辰 40.019甲辰
孝安三十八年　　八月丙子 −354 12.946丙子 13.086丁丑 12.981丙子
崇神　　九年　　三月甲子 −88 0.957甲子 1.059乙丑 0.976甲子
　　　　十年　　七月丙戌 −87 22.977丙戌 23.080丁亥 22.996丙戌
　　二十九年　　正月己亥 −68 35.954己亥 36.053庚子 35.971己亥
垂仁　十五年　　二月乙卯 −14 51.923乙卯 52.013丙辰 51.937乙卯

　　二十三年　　十月乙丑 −6 閏　十月乙丑 閏　十月乙丑 　閏九月，十月乙丑
景行　十二年　　九月甲子 82 0.987甲子 1.066乙丑 0.994甲子
成務　　二年　十一月癸酉 132 9.957癸酉 10.026甲戌 9.962癸酉
仲哀　　元年閏十一月乙卯 192 閏十一月乙卯 閏十二月甲申 閏十一月乙卯
　　　　九年　　三月壬申 200 8.944壬申 9.005癸酉 8.925壬申
仁徳八十七年　　十月癸未 399 19.3988癸未 20.020甲申 19.977癸未
履中　　五年　　九月乙酉 404 閏　九月乙酉 閏　九月乙酉 閏　九月乙酉 儀鳳暦定朔も

閏九月乙酉

安康　　三年　　八月甲申 456 19.998癸未 20.023甲甲 19.983癸未
雄略　　四年　　八月辛卯 460 26.997庚寅 27.020辛卯 26.982庚寅
清寧　　四年閏　五月　　 483 閏　六月戊申 閏　五月戊寅 閏　六月戊申
安閑　　元年閏十二月　　 534 閏十二月己卯 閏十二月己卯 閏十二月戊寅
欽明　　九年閏　七月庚申 548 閏　七月庚申 閏　七月庚申 閏　七月庚申

　　三十一年　　三月甲申 570 三月甲申 三月甲申 　三月甲申
閏三月甲寅

　　　　　　　　四月甲申 〃 閏　四月甲申 閏　四月甲申 四月癸未
敏達　　十年閏　二月　　 581 閏　二月辛巳 閏　二月辛巳 閏　二月辛巳
推古　　十年閏　十月乙亥 602 閏　十月乙亥 閏　十月乙亥 閏　十月乙亥
舒明　　二年　　正月丁卯 630 閏　正月丁卯 正月丁卯 閏　正月丁卯

皇極　　二年 (閏七月戌寅)
　 八月戊申

643
　　八月戊寅
閏　八月戊申

閏　七月戊寅
　　八月戊申

　　八月戊寅
閏　八月戊申

春海暦ⅡをⅢ
に改暦する

大化　　五年　　五月　　 649 40.941甲辰 40.935甲辰 40.914甲辰 春海Ⅲも
40.932甲辰

天智　　六年閏十一月丁亥 667
　　十二月丁亥
（閏十二月丙辰） 閏十一月丁亥 　十二月丁亥

（閏正月丙戌）

〔註〕西紀のマイナスは天文学的数え方であるから西暦とは 1年の差がある。
　　　赤字は推算と暦日が一致せざるもの。

自
分
で
こ
れ
ら
の
推
算
と
暦
日

と
を
対
照
し
て
一
覧
表
に
作
製
し

た
の
が
第
Ⅱ
表
で
あ
る
。
こ
れ
は

儀
鳳
暦
或
は
元
嘉
暦
に
よ
る
推
算

の
ど
ち
ら
か
が
、
所
載
の
暦
日
と

一
致
し
な
い
も
の
だ
け
を
摘
出
し

た
も
の
で
、
両
暦
に
よ
る
推
算
が

共
に
所
載
暦
日
と
一
致
す
る
も
の

は
す
べ
て
取
り
の
け
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
表
が
比
較
的
閑
散
な
る

こ
と
は
、
日
本
紀
の
暦
日
の
過
半

数
が
儀
鳳
暦
推
算
に
よ
っ
て
も
元

嘉
暦
推
算
に
よ
っ
て
も
、
よ
く
表

わ
さ
れ
る
こ
と
を
告
げ
る
も
の
で

あ
る
。
諸
君
よ
、
こ
の
第
Ⅱ
表
を

と
く
と
観
視
さ
れ
た
い
。
す
な
わ

ち
、
こ
れ
に
よ
る
と
閏
月
を
一
先

ず
除
外
視
す
る
と
、
神
武
以
来
五
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世
紀
中
頃
に
至
る
ま
で
の
日
本
書
紀
暦
日
は
、
儀
鳳
暦
平
朔
で
十
分
に
表
わ
し
得
る
こ
と
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
元
嘉
暦

法
と
し
て
は
決
し
て
よ
く
表
わ
し
得
な
い
こ
と
も
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
五
世
紀
の
中
ば
頃
か
ら
は
そ

れ
が
逆
に
な
っ
て
、
儀
鳳
暦
で
は
よ
く
表
わ
せ
な
い
の
に
、
元
嘉
暦
で
あ
る
と
十
分
に
よ
く
こ
れ
を
表
わ
し
得
る
こ
と
を
見
る

で
あ
ろ
う
。

こ
の
関
係
を
更
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
各
々
の
適
合
範
囲
を
、　わ
、　く

で
仕
切
っ
て
示
す
こ
と
に
し
た
。
諸
君
は
こ
れ
を
見
て
如

何
な
感
を
な
す
か
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
神
武
か
ら
五
世
紀
の
中
頃
ま
で
を
儀
鳳
暦
平
朔
に
よ
り
推
算
し
、
そ
れ
以
後
は
後
年
実

際
に
使
用
さ
れ
た
元
嘉
暦
と
の
連
絡
を
保
つ
必
要
か
ら
、
元
嘉
暦
法
に
よ
っ
て
推
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る

で
は
な
い
か
。
し
か
し
て
儀
鳳
暦
法
は
七
世
紀
の
後
半
に
初
め
て
我
邦
に
輸
入
さ
れ
た
暦
法
で
あ
る
事
実
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
推
算
が
は
や
く
と
も
七
世
紀
後
半
、
恐
ら
く
は
日
本
紀
編
纂
当
時
に
於
て

か
ら
び
と

韓
人
の
暦
博
士
に
よ
っ
て
推
算
さ
れ
た
も
の
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
明
ら
か
に
告
げ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

六
　
閏
月
に
つ
い
て

第
Ⅲ
表

日
本
書
紀

西
紀

訂
　
　
正

垂
仁
二
十
三
年
十
月
乙
丑
朔

前
　
七

閏
十
月
乙
丑
朔

履
中
　
　
五
年
九
月
乙
酉
朔

四
〇
四

閏
九
月
乙
酉
朔

欽
明
三
十
一
年
四
月
甲
申
朔

五
七
〇

閏
四
月
甲
申
朔

右
の
評
価
を
完
全
に
す
る
た
め
に
私
は
こ
こ
で
、
い
よ
い
よ
日

本
書
紀
所
載
の
閏
月
に
つ
い
て
の
問
題
を
採
り
上
げ
よ
う
。
第

Ⅲ
表
を
見
る
と
各
暦
の
適
合
範
囲
内
に
於
て
、
次
の
三
つ
の
閏

月
が
推
算
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
れ

ら
の
日
本
書
紀
の
暦
日
が
い
ず
れ
も
閏
字
を
脱
落
し
た
も
の
と

主
張
す
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
こ
と
は
私
が
初
め
て
採
り
あ
げ
て
発
表
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
第
Ⅰ
表
春
海
の
訂
正
表
に
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
の

で
分
る
通
り
、
春
海
は
こ
れ
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
。
私
を
し
て

き
た
ん

忌
憚
な
く
言
わ
し
む
れ
ば
、
彼
は
そ
れ
を
問
題
に
す
る
こ
と

を
故
意
に
さ
け
て
黙
殺
し
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
い
き
さ
つ
に
就
い
て
は
な
お
後
条
に
詳
論
す
る
で
あ
ろ
が
、
と

も
角
、
春
海
は
こ
れ
ら
の
三
項
に
つ
い
て
は
原
文
の
ま
ま
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
自
分
は
、
春
海
の
与
え
た
訂

正
表
を
是
認
す
る
と
共
に
、
な
お
そ
の
上
に
春
海
や
元
圭
の
何
等
言
明
す
る
と
こ
ろ
の
な
か
っ
た
閏
字
の
脱
落
が
三
個
所
あ
る

こ
と
を
、
日
本
書
紀
の
暦
日
が
儀
鳳
暦
と
元
嘉
暦
に
よ
る
推
算
に
相
違
な
い
と
の
確
信
の
下
に
、
新
た
に
主
張
せ
ん
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

日
本
書
紀
は
伝
写
に
よ
っ
て
多
く
の
部
（
分
）
が
再
製
さ
れ
た
ろ
う
。
そ
の
多
く
の
伝
写
生
た
ち
は
（
一
人
で
は
決
し
て
あ

る
ま
い
）
一
日
に
何
十
枚
か
を
写
す
べ
く
強
制
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
勢
い
誤
字
脱
落
は
多
か
ら
ざ
る
を
得
ま
い
。
そ
の
中
に
は

む
ろ
ん
閏
字
を
脱
落
し
た
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
そ
れ
か
ら
の
多
く
の
写
本
は
種
々
の
事
由
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
残
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
比
較
的
丁
寧
に
書
か
れ
て
読
み
易
き
も
の
が
、
第
二
次
伝
写
の
種
本
と
し
て
採

用
さ
れ
た
が
、
幸
か
不
幸
か
、
そ
れ
は
閏
字
を
脱
落
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら

ど何
う
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
こ
と
は
有
り
得

べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
は
閏
字
を
脱
落
せ
る
写
本
が
後
世
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

元
来
、
月
は
五
月
と
か
八
月
と
か
数
字
を
冠
せ
る
も
の
で
あ
る
。
暦
法
の
こ
と
に
通
ぜ
ざ
る
写
字
生
が
急
速
度
で
写
本
を
行

う
場
合
、
数
字
の
上
に
冠
し
た
閏
字
を
見
落
す
こ
と
は
極
め
て
有
り
勝
ち
な
過
失
で
あ
る
と
自
分
は
考
え
て
い
る
。
一
見
、
落
ち

そ
う
も
な
い

み
こ
と命

の
字
な
ど
も
頻
々
と
落
と
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

い
わ況

ん
や
日
本
書
紀
は
仮
名
交
り
文
で
は
な
く
て
漢
文
で
書

い
て
あ
る
か
ら
、
閏
字
が
あ
っ
て
も
少
し
も
目
立
た
ぬ
。
写
字
生
は
一
々
意
味
を
と
り
な
が
ら
示
し
て
行
く
の
で
は
な
か
ろ
う

か
ら
、
脱
落
す
る
場
合
に
は
他
の
漢
字
と
全
く
同
様
に
脱
落
す
る
で
あ
ろ
う
。
原
書
に
暦
日
だ
け
が
特
に
朱
字
で
書
い
て
あ
っ
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た
の
な
ら
脱
落
は
絶
対
に
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
そ
う
し
て
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
証
拠
は
見
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
常
識
的
に
考

え
て
も
そ
ん
な
風
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

論
者
或
は
曰
く
、「
閏
月
は
古
代
非
常
に
重
ん
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
脱
落
す
る
如
き
こ
と
は
断
じ
て
有
り
得

な
い
」
と
。
だ
が
日
本
書
紀
を
書
写
せ
る
も
の
は
暦
学
者
で
も
な
く
、
脱
字
に
一
々
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
よ
う
な
官
職
に
つ
い

て
い
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
ろ
う
。
日
本
書
紀
に
錯
簡
、
脱
漏
、
重
複
、
傍
注
の
本
文
へ
の
入
り
込
み
、
そ
の
他
誤
写
の
多
い
こ

と
は
、
如
何
な
頑
迷
な
国
粋
主
義
者
、
神
典
不
可
侵
論
者
、
非
合
理
主
義
者
と
い
え
ど
も
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
明
々
白
々

た
る
事
実
で
あ
る
。
閏
字
だ
け
が
、
特
別
に
絶
対
に
脱
落
し
な
い
と
は
笑
止
千
万
、
我
田
引
水
的
な
独
断
に
外
の
何
も
の
で
も

な
い
。
政
事
要
略
所
載
の
記
事
に
よ
っ
て
、
吾
々
は
推
古
朝
に
至
っ
て
始
め
て
暦
日
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
日
本
書
紀
そ
の
も
の
に
は
そ
の
よ
う
な
記
事
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
早
く
か
ら
国
学
者
の
注
意
し

た
よ
う
に
、
記
事
が
脱
落
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
か
よ
う
な
重
要
な
記
事
す
ら

や易
す
〳
〵
と
脱
落
す
る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
に
較
べ
て
は
屁
で
も
な
い
閏
字
の
脱
落
な
ど
は
朝
飯
前
の
話
で
あ
る
。

さ
ら
に
見
よ
。
続
日
本
紀
に
は
和
銅
五
年
閏
十
二
月
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
た
だ
の
十
二
月
で
あ
っ
て
閏
字
は
余
計
な
文
字
な

の
で
あ
る
。
原
文
に
な
か
っ
た
筈
の
閏
字
が
新
た
に
飛
込
ん
だ
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
見
落
す
方
は
、
は
る
か
に
容
易

で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
閏
字
非
脱
落
論
者
は
言
う
か
も
し
れ
な
い
―――
閏
字
を
重
ん
じ
た
れ
ば
こ
そ
無
い
所
に
ま
で

舞
い
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
。
こ
う
な
っ
て
は
も
う
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
第
三
期
症
患
者
で
あ
る
。
参
考
の
た
め
に
云
っ
て
お

く
が
、
唐
書
天
文
志
（
巻
三
十
三
）
に
大
暦
八
年
（
七
七
三
）
十
一
月
癸
丑
月
掩
天
関
、
甲
寅
入
東
井
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

天
関
の
次
に
閏
十
一
月
（
或
は
閏
月
）
の
文
字
を
脱
落
し
て
い
る
。
ま
た
高
麗
史
天
文
志
（
第
三
）
忠
粛
王
八
年
（
一
三
二
一
）

五
月
戊
戌
太
白
入
軒
轅
大
星
、
己
巳
歳
星
犯
哭
星
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
六
月
の
文
字
が
脱
落
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
脱
字
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の
例
は
文
献
上
お
び
た
だ
し
く
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
日
本
書
紀
は
神
典
だ
か
ら
原
文
の
ま
ま
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す

る
阿
呆
学
者
、
御
用
学
者
も
、
敗
戦
の
今
日
を
見
ず
に
死
ん
だ（
平
山
清
次
は
一

九
四
三
年
歿

）の
は
幸
運
だ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。

要
す
る
に
閏
字
を
脱
落
す
る
こ
と
は
断
じ
て
な
い
と
い
う
の
は
、
論
者
の
単
な
る
希
望
的
独
断
に
す
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
筆

者
が
研
究
の
結
果
を
し
て
推
論
し
た
脱
落
説
を
く
つ
が
え
し
得
る
何
の
力
も
な
い
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
自
分
の
脱
落
説
は
、

単
な
る
独
断
で
は
な
く
、
自
分
の
研
究
過
程
を
よ
く

た
ど辿

っ
て
く
れ
る
な
ら
ば
何
人
と
い
え
ど
も
合
理
的
推
論
と
し
て
承
認
せ
ざ

る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

第
Ⅳ
表

1

仲
哀
　
元
年
閏
十
一
月

西
紀
一
九
二

2

安
閑
　
元
年
閏
十
二
月

五
三
五

3

欽
明
　
九
年
閏
　
七
月

五
四
八

4

推
古
　
十
年
閏
　
十
月

六
〇
二

5

〃
十
三
年
閏
　
七
月

六
〇
五

6

天
智
　
六
年
閏
十
一
月

六
六
七

7

天
武
　
二
年
閏
　
六
月

六
七
三

8

〃
　
十
年
閏
　
七
月

六
八
一

9

〃
十
三
年
閏
　
四
月

六
八
四

10

持
統
　
三
年
閏
　
八
月

六
八
九

さ
ら
に
此
の
問
題
を
確
率
の
上
か
ら
考
え
て
見
る
。
神
武
以
来
、
推
古
十

一
年
ま
で
約
千
二
百
七
十
年
、
月
数
約
一
万
五
千
七
百
で
あ
る
が
、
日
本
書

紀
所
載
の
月
朔
は
約
四
百
二
十
で
、
そ
の
割
合
は
二
・
七
％
で
あ
る
。
こ
の

間
に
閏
月
は
約
四
百
七
十
あ
る
か
ら
、
閏
月
が
同
じ
割
合
に
現
わ
れ
る
と
す

る
と
十
二
、
三
個
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
実
際
現
わ

れ
て
い
る
閏
月
は
上
記
の
四
個
に
過
ぎ
ず
過
小
で
あ
る
。
半
分
と
し
て
も
六

個
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
試
み
に
こ
の
結
果
を
そ
れ
以
後
の
分
と
比
較
し

て
見
る
に
、
推
古
十
二
年
か
ら
持
統
三
年
ま
で
八
十
六
年
、
こ
の
間
の
月
約
千

六
十
、
閏
月
約
三
十
二
、
こ
れ
に
対
し
て
所
載
の
月
朔
は
約
三
百
八
十
、
閏
月

六
個
で
あ
る
か
ら
各
総
数
に
対
す
る
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
六
％
、
及
び
一
九

％
と
な
り
、
閏
月
の
比
率
は
（
平
）
月
の
半
分
で
あ
っ
て
、
前
期
の
閏
月
を
六

個
と
す
れ
ば
、
前
後
期
と
も
閏
月
の
比
率
が
等
し
い
こ
と
に
な
る
（
第
Ⅳ
表
）。
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す
な
わ
ち
こ
の
統
計
的
考
察
か
ら
も
、
前
期
に
於
て
日
本
紀
所
載
の
閏
月
過
小
な
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
、
自
分
が
閏
月
の
脱

落
を
主
張
す
る
こ
と
が
、
こ
の
点
か
ら
見
て
も
決
し
て
過
当
の
要
求
で
な
い
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
或
る
人
は
い
う

で
あ
ろ
う
。
日
本
書
紀
の
暦
日
の
割
当
て
は
つ
く
り
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
閏
月
を
入
れ
る
の
は
お
か
し
い

で
は
な
い
か
と
。
し
か
し
、
入
れ
な
け
れ
ば
な
お
さ
ら
お
か
し
い
で
は
な
い
か
。
平
月
と
閏
月
の
比
率
が
右
に
述
べ
た
前
期
間

中
に
六
個
の
閏
月
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
に
私
は
甚
だ
不
思
議
に
思
っ
て
い
る
一
つ
の
事
実
を
述
べ
よ
う
。
そ
れ
は
春
海
が
閏
字
の
脱
落
の
可
能
性
に
関

し
て
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

日
本
書
紀
に
誤
字
や
脱
字
の
多
い
こ
と
は
昔
か
ら
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の
暦
日
を
採
り
上
げ
る
場
合
、

こ
と殊

に
暦
学
者
で
あ
れ
ば
、
何
を
お
い
て
も
閏
字
の
脱
落
の
有
無
を
必
ず
問
題
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
事

に
一
言
も
触
れ
な
い
の
は
、
一
旦
は
そ
れ
を
問
題
に
し
た
が
問
題
に
す
る
に
足
ら
ず
と
し
て
黙
殺
し
た
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
当
時
の
如
き
世
態
の
下
で
は
普
通
な
態
度
行
動
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
甚
だ
腑
に
落
ち
ぬ
奇
怪
な
態
度
で
あ
っ

た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

敢
え
て
言
う
。
何
が
故
に
彼
は
こ
の
問
題
を
か
る
〴
〵
看
過
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
果
し
て
こ
れ
を
、
些
事
問
題
と
す
る

に
足
ら
ず
と
本
当
に
信
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
其
処
に
は
何
等
か
彼
と
し
て
は
打
ち
明
け
得
な
い
理
由
が
あ
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

七
　
春
海
の
肚
を
衝
く

右
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
私
は
、
こ
こ
で
彼
の
三
期
暦
法
の
正
体
を
暴
露
し
よ
う
と
思
う
。
第
Ⅴ
表
を
見
ら
れ
ん
。
注
意
深



24

き
読
者
は
既
に
気
付
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
神
武
以
前
の
月
朔
の
時
刻
が
春
海
と
儀
鳳
暦
と
如
何
に
よ
く
密
合
し
て
い
る

こ
と
か
、
殆
ど
全
く
同
時
刻
で
あ
る
。
他
の
暦
法
の
よ
う
な
も
の
は
こ
の
よ
う
に
密
合
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
密
合

は
果
し
て
偶
然
の
密
合
で
あ
ろ
う
か
。
読
者
は
こ
こ
に
春
海
が
儀
鳳
暦
を
予
想
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
隠
れ
た
る
事

実
を
洞
見
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
全
く
頭
か
く
し
て
尻
か
く
さ
ず
の
事
例
を
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

西　紀 儀　鳳 春海 (I) 元　嘉 中根 (I)

−660 52.9224 52.9224 53.1090 52.9086

−600 4.6254 4.6261 4.8032 4.6128

−500 53.9739 53.9758 54.1370 53.9634

−400 43.3225 43.3256 43.4708 43.3140

−300 32.6710 32.6753 32.8045 32.6646

−200 22.0194 22.0251 22.1384 22.0152

−100 11.3979 11.3748 11.4721 11.3659

0 31.1858 31.1939 31.2753 31.1859

100 20.5343 20.5436 20.6090 20.5365

200 9.8818 9.8933 9.9428 9.8871

300 59.2313 59.2430 59.2766 59.2377

註　 (I)は保井春海・中根元圭の第 I期暦法である。

第Ⅴ表

彼
の
第
一
期
暦
法
は
、
し
か
し
仁
徳
十
一
年
に
第
二
期
暦
法

に
変
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
期
暦
法
で
は
儀
鳳
暦
法

と
異
な
り
仁
徳
八
十
七
年
十
月
朔
が
癸
未
と
な
り
得
ず
、
甲

申
と
な
る
の
で
、
そ
れ
以
前
に
暦
法
を
変
え
ね
ば
な
ら
ず
、
八

十
七
年
で
は
改
暦
の
年
と
し
て
老
い
す
ぎ
て
お
も
し
ろ
く
な

い
し
、
さ
り
と
て
元
年
と
し
て
は
細
工
が
見
え
す
ぎ
る
お
そ

れ
が
あ
る
の
で
、
十
一
年
な
ど
と
い
う
思
わ
せ
振
り
な
年
を

改
暦
年
と
、
春
海
そ
の
人
が
決
め
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
年
を
改
暦
年
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
根
拠
な
ど
は
何
処

に
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

尚
、
こ
の
第
二
期
暦
法
は
、
欽
明
三
十
一
年
三
月
甲
申
朔
、

同
四
月
甲
申
朔
を
説
明
す
べ
き
役
目
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
っ
た
が
、
春
海
の
過
失
か
見
落
ち
の
た
め
、
こ
の
方
は
目

的
を
達
し
て
い
な
い
か
ら
笑
止
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
要
素
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を
少
し
補
正
す
れ
ば
十
分
な
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
こ
の
事
に
気
付
い
た
の
か
否
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
何
ら
述
ぶ
る
と
こ
ろ
が

な
く
、
日
本
長
暦
に
は
日
本
書
紀
所
載
の
通
り
に
記
さ
れ
て
あ
っ
て
、
第
二
期
暦
法
に
よ
る
推
算
が
そ
れ
と
一
致
す
る
よ
う
な

感
じ
を
与
え
て
い
る
の
は
、
不
都
合
と
い
う
べ
き
か
、
横
着
と
い
う
べ
き
か
、
評
す
べ
き
言
葉
を
知
ら
な
い
。
こ
の
点
で
は
い

つ
も
春
海
の
尻
馬
に
乗
っ
て
い
る
中
根
元
圭
の
方
が
成
功
し
て
い
る
か
ら
皮
肉
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
私
は
、
こ
の
第
二
期
暦
法
が
如
何
に
変
て
こ
な
、
と
て
つ
も
な
い
異
常
暦
法
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
読
者
の
注

意
を
促
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
理
解
す
る
最

し
ょ
う
け
い

捷
径
は
、
第
三
期
暦
法
を
第
一
期
暦
法
と
対
照
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
両
者
は
初
期
を
除
く
と
全
く
同
じ
も
の
で
は
な
い
か
。
二
回
目
の
改
暦
が
千
余
年
前
の
暦
法
に
復
旧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
き呆

れ
て
物
も
云
え
な
い
と
は
こ
ん
な
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
実
に
照
し
て
も
、
第
二
期
暦
法
が
間
に
合
せ
な
閏
字

の
脱
落
を
否
認
し
た
結
果
、
止
む
を
得
ず
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
想
像
が
読
者
に
も
つ
く
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ん
や
こ
の
第
二
期
暦
法
の
適
用
年
代
は
、
仁
徳
十
一
年
か
ら
舒
明
六
年
（
三
二
三
―
六
三
四
）
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
が
甚
だ
奇
怪
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
政
事
要
略
の
記
事
に
よ
っ
て
推
古
十
二
年
（
六
〇
四
年
）
か
ら
始
め
て
暦
日
が
行
わ
れ
た

こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
何
暦
で
あ
っ
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
元
嘉
暦
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
も

こ
れ
は
そ
の
実
そ
れ
以
前
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
疑
う
べ
き
余
地
は
な
い
。
多
分
そ
れ
は
日
本
書
紀
の
紀
年
が

確
定
と
な
っ
た
敏
達
頃
か
ら
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
百
済
か
ら
の
輸
入
品
で
あ
る
。
し
か
る
に
春
海
の

第
二
期
暦
法
は
、
こ
の
事
実
を
ま
る
で
無
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
元
嘉
暦
は
持
統
朝
に
至
っ
て
初
め
て
採
用
さ
れ
た
と

日
本
書
紀
に
明
文
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
さ
す
が
は
そ
れ
以
前
は
元
嘉
暦
で
は
な
い
筈
だ
と
主
張
す
る
の
は
杓
子
定
規
の
屁
理

屈
で
あ
る
。

も若
し
日
本
書
紀
の
記
事
に
忠
実
な
ら
ん
と
す
る
な
ら
、
文
字
は
応
神
頃
に
始
め
て
知
ら
れ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

以
前
に
暦
（
が
あ
っ
た
）
な
ど
と
主
張
な
ど
出
来
な
い
筈
で
あ
ろ
う
。
自
分
に
都
合
の
い
い
時
だ
け
日
本
書
紀
を
引
用
し
、
都
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合
が
悪
く
な
っ
て
日
本
書
紀
を
全
く
無
視
し
て
い
る
の
だ
か
ら
手
前
勝
手
も
甚
し
い
男
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
第
二

期
の
後
半
か
ら
第
三
期
を
通
じ
元
嘉
暦
で
十
分
な
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
は
、
神
武
時
代
の
暦
法
と
し
て
彼
が
儀
鳳
暦
を
採
り
上
げ
得
な
か
っ
た
こ
と
と
、
全
く
同
一
の
事
由
に
基
づ
く
の

で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。
実
の
と
こ
ろ
彼
は
暦
学
大
家
と
し
て
、
最
初
は
日
本
書
紀
の
暦
日
が
儀
鳳
暦
と
元
嘉
暦

に
よ
っ
て

よ能
く
表
わ
し
得
る
こ
と
を
認
め
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
関
係
を
認
め
得
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
さ
き
に
も
指
摘
し
た

よ
う
に
神
武
以
来
の
月
朔
の
時
刻
が
両
者
久
し
き
に

わ
た亘

っ
て
密
合
し
て
い
る
事
実
を
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
認

め
は
し
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
彼
は
そ
の
事
を
発
表
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
全
く
後
世
の
推
算
で
あ
る
こ
と

が
白
日
の
下
に
さ
ら
さ
れ
て

し

ま
仕
舞
う
。
元
来
彼
は
国
粋
主
義
者
で
あ
り
、

マ
マ因

陋
な
る
神
道
家
で
あ
っ
た
か
ら
、
日
本
書
紀
に
記

さ
れ
て
あ
る
こ
と
は
神
代
史
を
く
る
め
て

す
べ総

て
歴
史
的
事
実
で
あ
る
と
妄
信
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
彼
に
は
、
日
本
書
紀
の

暦
日
が
後
世
の
推
算
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
よ
う
な
意
見
は
叙
さ
れ
て
も
口
に
し
得
な
い
。
左
様
な
考
え
は
た
だ
聞
い
た
だ
け
で

も
身
ぶ
る
い
を
禁
じ
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
日
本
書
紀
に
於
け
る
誤
字
は
、
幸
い
に
も
こ
の
窮
地
に
立
た
さ
れ
た
彼
を
救
っ
た
の
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ

う
に
儀
鳳
暦
法
に
よ
っ
て
は
垂
仁
二
十
三
年
（
西
紀
前
七
年
）
十
月
乙
丑
朔
は
表
わ
せ
な
い
（
元
嘉
暦
で
も
大
衍
暦
で
も
同
様
で

あ
る
）。
こ
れ
が
彼
の
ツ
ケ
目
で
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
は
暦
法
が
儀
鳳
暦
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
唯
一
の
手
懸
か
り

で
あ
っ
た
。
何
条（
ど
う

し
て
）こ
の
誤
写
を
利
用
せ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。
彼
は
お
ど
り
上
り
手
を
拍
っ
て
喜
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。

か
く
し
て
彼
は
儀
鳳
暦
を
も
分
っ
て
彼
の
第
一
期
暦
法
を
日
本
固
有
暦
と
し
て
、
で
っ
ち
上
げ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ

の
第
一
期
暦
法
で
は
、
仁
徳
天
皇
八
十
七
年
（
西
紀
三
九
九
年
）
十
月
癸
未
朔
が
表
わ
せ
な
い
こ
と
を
見
た
（
儀
鳳
暦
な
ら
ば

癸
未
朔
と
ち
ゃ
ん
と
合
っ
て
い
る
）。
彼
の
狼
狽
眼
に
見
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
苦
心
惨
憺
第
二
期
暦
法
を
で
っ
ち
上
げ
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た
。
し
か
し
こ
れ
で
は
又
、
大
化
元
年
（
西
紀
六
四
五
年
）
八
月
丙
申
朔
が
表
わ
せ
な
い
（
丁
酉
朔
と
な
る
）
の
で
、
ま
た
、
そ

の
前
年
に
改
暦
が
あ
っ
た
こ
と
に
し
て
、
第
三
期
暦
法
を

こ
し
ら拵

え
上
げ
た
。
元
嘉
暦
な
ら
ば
、
ち
ゃ
ん
と
丙
申
朔
が
与
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
彼
の
第
三
期
暦
法
は
単
に
元
嘉
暦
を
擬
装
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
彼
の
第
二
期
暦
法
で
は
、
欽

明
三
十
一
年
（
五
七
〇
年
）
四
月
甲
申
朔
と
は
な
ら
ず
に
、
儀
鳳
暦
・
元
嘉
暦
と
同
様
に
閏
四
月
甲
申
朔
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、

た
だ
大
衍
暦
法
に
す
れ
ば
閏
三
月
に
な
る
け
れ
ど
も
、
四
月
朔
は
甲
申
で
は
な
く
癸
未
で
あ
る
か
ら
お

あ
い
に
く
さ
ま

生
憎
様
で
あ
る
。
と
も

か
く角

、
彼
は
こ
こ
で
日
本
紀
の
閏
三
月
を
表
わ
す
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ拘

ら
ず
日
本
長
暦
に
は
四
月
甲
申
朔
と
の

せ
て
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
何
ら
の
断
り
書
き
も
し
て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
後
人
で
こ
の
こ
と
に
気
附
い
た
も
の
は
今
日
ま

で
一
人
も
な
か
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
様
に
此
の
場
合
、
彼
の
要
素
を
少
し
変
え
れ
ば
四
月
甲
申
朔
と
な
し

得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
彼
の
誤
作
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
に
元
圭
の
方
は
こ
れ
を
表
わ
す
の
に
成
功
し
て
い
る
こ

と
は
、
や
は
り
前
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

そ
う
し
て
こ
こ
に
又
春
海
が
数
学
者
で
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
も

か
か
わ拘

ら
ず
、
彼
が
先
駆

者
と
し
て
そ
れ
ま
で
何
人
も
手
を
つ
け
な
か
っ
た
、
否
つ
け
得
な
か
っ
た
日
本
書
紀
の
暦
日
を
、
ま
が
り
な
り
に
も
三
期
暦
法

に
ま
と
め
あ
げ
た
手
腕
は
、
ま
こ
と
に
尊
敬
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
彼
は
日
本
書
紀
に
於
け
る
閏
字
の
誤
脱
を
否
認
し
た
が
た
め
に
、
い
や
も
っ
と
正
し
く
い
え
ば
否
認
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
が
た
め
に
、
勢
い
本
心
（
そ
し
て
こ
の
本
心
は
生
涯

か
つ曽

て
一
度
も
他
人
に
明
け
た
こ
と
が
な
い
）
に
も
な
き
固
有
暦

と
し
て
の
三
期
暦
法
を
設
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
破
目
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、
学
者
的
良
心
の
有
無
は
し
ば
ら
く
問
題
外

と
し
て
、
社
会
的
生
活
の
上
で
は
、
こ
の
方
が
彼
の
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
幸
で
あ
っ
た
か
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
こ
れ

に
よ
っ
て
国
粋
主
義
者
た
る
看
板
を
傷
つ
け
ず
に
済
ん
だ
ば
か
り
か
、
以
前
に
も
増
し
て
同
じ
主
義
者
た
ち
か
ら
重
ん
ぜ
ら
れ
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る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
で
彼
は
、
敗
戦
前
ま
で
軍
部
の
御
先
棒
を
か
つ
い
で
甘
い
汁
を
吸
っ
て
い
た
一
般
の
歴
史
学
者
・
文
献
学
者
と
揆
を

一
に
す
る
利
巧
者
だ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
い
つ
の
時
代
で
も
世
の
中
に
は
こ
の
種
の
利
巧
者
が
多
い
。
だ
が
利
巧
者
に
よ
っ

て
時
代
の
文
化
が
促
進
さ
れ
た

た
め例

し
は

か曽
つ
て
聞
い
た
こ
と
が
無
い
の
で
あ
る
。
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•
『
天
文
・
暦
・
陰
陽
道
』（「
年
代
学
論
集
一
」、
岩
田
書
店
、
一
九
九
五
年
二
月
）
所
収
。

•

本
居
宣
長
の
「
新
暦
考
」
お
よ
び
「
新
暦
不
審
考
辨
」
は
底
本
に
よ
ら
ず
、『
本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻
（
筑
摩
書
房
、
一

九
九
三
年
）
を
使
用
し
た
。

•

理
解
を
助
け
る
た
め
に
適
宜
割
注
を
附
し
た
。

•
P
D
F

化
に
はL AT

E
X
2ε

で
タ
イ
プ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、d

v
ip
d
fm

x

を
使
用
し
た
。

科
学
の
古
典
文
献
の
電
子
図
書
館
「
科
学
図
書
館
」

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
a
m
.
h
i
-
h
o
.
n
e
.
j
p
/
m
u
n
e
h
i
r
o
/
s
c
i
e
n
c
e
l
i
b
.
h
t
m
l

「
科
学
図
書
館
」
に
新
し
く
収
録
し
た
文
献
の
案
内
、
そ
の
他
「
科
学
図
書
館
」
に
関
す
る
意
見
な
ど
は
、

「
科
学
図
書
館
掲
示
板
」

h
t
t
p
:
/
/
6
3
2
5
.
t
e
a
c
u
p
.
c
o
m
/
m
u
n
e
h
i
r
o
u
m
e
d
a
/
b
b
s

を
御
覧
い
た
だ
く
か
、
書
き
込
み
く
だ
さ
い
。

http://www.cam.hi-ho.ne.jp/munehiro/sciencelib.html
http://6325.teacup.com/munehiroumeda/bbs

