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第
一
回
「
暦
」

　

祭
や
行
事
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
暦
の
変
遷
を
知
ら
な
け
れ
ば
勘
違
い
や
誤
解
を
生
じ
る
こ

と
と
な
る
の
で
、
最
初
に
大
雑
把
で
は
あ
る
が
暦
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　

そ
れ
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
祭
や
行
事
が
現
行
の
新
暦
と
呼
ば
れ
て
い
る
太
陽
暦
、
旧
暦
と

呼
ば
れ
て
い
る
太
陰
暦
（
正
し
く
は
太
陰
太
陽
暦
）
と
の
二
つ
の
暦
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
新
暦
は
、
明
治
維
新
に
よ
り
欧
米
の
制
度
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
明
治
政
府
に

よ
り
、
旧
暦
（
天
保
暦
）
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
十
二
月
三
日
を
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）

一
月
一
日
と
し
て
改
暦
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
旧
暦
は
飛
鳥
時
代
（
五
九
三
～
六
九
四
）
に
中
国
か
ら
伝
来
し
、
そ
の
後
改
良
が
加
え

ら
れ
な
が
ら
、
新
暦
が
採
用
さ
れ
る
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
た
、
こ
の
旧
暦
が
採
用
さ
れ
る
以
前
に
も
日
本
独
自
の
暦
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
新
暦
採
用
後
の
季
節
と
行
事
が
ず
れ
る
こ
と
に
よ
る
月
遅
れ
（
月
送
り
）
に
よ
る
行
事
の
実

施
、
一
番
わ
か
り
や
す
い
の
が
新
暦
八
月
に
行
わ
れ
る
盆
行
事
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
日
本
に
於
け
る
祭
や
行
事
は
三
種
類
の
暦
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
月
遅
れ
も
入
れ
る
と
四
種
類
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
新
暦
の
月
遅
れ
と
い
う
こ
と

で
こ
こ
で
は
三
種
類
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
行
事
が
こ
れ
ら
の
暦
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
一
番

わ
か
り
や
す
い
例
を
紹
介
す
る
と
、
春
分
、
秋
分
、
夏
至
、
冬
至
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ

は
旧
暦
の
二
十
四
節
気
の
一
つ
で
あ
る
。
旧
暦
で
は
、
一
年
を
立
春
か
ら
始
ま
り
大
寒
ま
で
の

二
十
四
に
分
け
た
。
宮
中
行
事
は
、
こ
れ
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
そ
れ
が
民
間
の
行
事
で
も
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
旧
暦
以
前
の
古
代
日
本
人
も
自
然
暦
の
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
月
の
満
ち
欠
け
を
見
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
旧
暦
は

新
月
を
一
日
と
し
て
計
算
し
て
い
る
が
、
古
代
日
本
人
は
満
月
の
日
を
月
の
最
初
と
考
え
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
小
正
月
や
盆
、
十
五
夜
な
ど
の
行
事
を
見
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
。
た

と
え
ば
、
正
月
の
行
事
の
多
く
は
小
正
月
を
中
心
と
し
た
時
期
に
集
中
し
て
い
る
。
盆
の
行
事
も

七
日
か
ら
二
十
日
の
間
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
現
在
で
は
月
遅
れ
の
新
暦
八
月
に
行
っ
て

い
る
が
、
旧
暦
で
は
七
月
で
あ
り
正
月
と
相
対
す
る
先
祖
を
招
い
て
祀
る
行
事
で
あ
っ
た
も
の
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が
、
暦
と
と
も
に
渡
来
し
た
仏
教
の
影
響
に
よ
り
盆
は
先
祖
供
養
が
中
心
と
な
り
、
正
月
は
、
新

し
い
年
に
神
を
招
来
す
る
行
事
が
中
心
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
十
五
夜
は
、
そ
の
年
の
豊
作
を
感

謝
す
る
も
の
で
現
在
で
も
旧
暦
で
行
っ
て
い
る
。

　

以
下
、
季
節
ご
と
に
祭
や
行
事
を
述
べ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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月

　

二
十
四
節
気
に
は
そ
の
名
の
と
お
り
二
十
四
の
節
気
が
あ
る
の
だ
が
、

基
本
に
な
る
の
は
二
つ
の
至
と
分
（
二
至
二
分
）
と
四
つ
の
立
（
四
立
）

で
あ
る
。
二
至
二
分
は
夏
至
と
冬
至
、
春
分
と
秋
分
。
夏
至
は
昼
が
い
ち

ば
ん
長
く
、
冬
至
は
夜
が
い
ち
ば
ん
長
い
日
で
あ
る
。
そ
の
中
間
に
あ
る

春
分
と
秋
分
は
昼
と
夜
の
長
さ
が
同
じ
に
な
る
。
四
立
と
は
立
春
、
立

夏
、
立
秋
、
立
冬
の
四
つ
。
こ
れ
が
春
夏
秋
冬
の
節
目
に
な
る
。
二
至
二

分
の
正
方
形
と
四
立
の
正
方
形
を
重
ね
る
と
、
八
角
形
の
花
の
形
に
な

り
、
こ
の
八
つ
の
頂
点
の
間
に
ほ
か
の
節
気
が
二
つ
ず
つ
入
る
。
節
気
の

間
隔
は
約
十
五
日
で
あ
る
。
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