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江
戸
時
代
ま
で
の
カ
レ
ン
ダ
ー
は
、
月
の
満
ち
欠

け
を
基
準
に
作
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
カ
レ
ン
ダ
ー

を
難
し
い
言
葉
で
「
太
陰
太
陽
暦
」
（
太
陰
＝
月
の

こ
と
。
）
、
簡
単
に
す
る
と
「
旧
暦
」
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
今
の
カ
レ
ン
ダ
ー
は
、
明
治
時
代
か
ら
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
太
陽
の
動
き
を
基
準
に

し
て
い
て
、
難
し
い
言
い
方
で
「
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
」
、

簡
単
に
す
る
と
「
新
暦
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 

と
て
も
複
雑
な
話
な
の
で
、
ざ
っ
く
り
と
、
簡
単

に
お
話
し
し
ま
す
。
「
中
秋
の
名
月
」
と
は
、
旧
暦

の
八
月
十
五
日
の
夜
に
見
え
る
月
を
指
す
こ
と
を
知

っ
て
い
ま
し
た
か
？
だ
か
ら
十
五
日
の
夜
の
月
→
十

五
夜
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
月
の
満
ち
欠
け

を
基
準
に
し
て
い
た
旧
暦
と
、
太
陽
の
動
き
を
基
準

に
し
て
い
る
現
在
の
新
暦
と
で
は
、
約
一
か
月
の
ズ

レ
が
出
ま
す
。
そ
の
た
め
、
旧
暦
の
八
月
十
五
日
と

い
う
と
、
実
際
に
今
年
の
場
合
、
九
月
二
十
一
日
で

し
た
。
二
十
一
日
な
の
に
十
五
夜
と
言
う
の
は
こ
の

ズ
レ
の
せ
い
な
の
で
す
ね
。
教
室
の
月
の
満
ち
欠
け

が
載
っ
て
い
る
カ
レ
ン
ダ
ー
に
小
さ
く
書
い
て
あ
る

数
字
が
、
「
旧
暦
」
の
日
付
を
表
し
て
い
ま
す
。 

 
 

今
年
の
中
秋
の
名
月
「
十
五
夜
」
の
日
、
ス
ス
キ

を
飾
っ
た
り
、
お
団
子
を
飾
っ
た
り
し
た
お
家
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
年
の
十
五
夜
は

満
月
で
し
た
が
、
十
五
夜
の
日
が
必
ず
満
月
に
な
る

訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
十
五
夜
と
満
月
が
同
日
に
な

っ
た
の
は
、
八
年
ぶ
り
の
こ
と
で
す
。
来
年
、
再
来

年
も
十
五
夜
と
満
月
が
同
日
に
な
り
ま
す
が
、
再
来

年
の
次
に
十
五
夜
と
満
月
が
同
日
に
な
る
の
は
二
〇

三
〇
年
と
、
ず
っ
と
先
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

  

十
五
夜
の
行
事
は
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
現
在
で
も
中
国
で
は
「
中
秋
節
」
と
呼

ぶ
祝
日
と
し
て
、
重
要
な
行
事
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

中
国
で
は
お
団
子
で
は
な
く
て
、
「
月
餅
」
と
言

う
お
菓
子
を
供
え
ま
す
。
そ
の
昔
、
中
国
が
元
（
げ

ん
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
ろ
、
あ
る
人
が
月
餅
の
中

に
秘
密
書
類
を
入
れ
て
配
り
、
怪
し
ま
れ
ず
に
た
く

さ
ん
の
人
を
集
め
て
、
元
を
倒
し
、
明
（
み
ん
）
と

い
う
国
を
建
て
た
と
い
う
よ
う
な
伝
説
が
残
っ
て
い

ま
す
。 

十
五
夜
の
行
事
に
つ
い
て
調
べ
て
い
た
時
、
『
江

戸
の
庶
民
生
活
・
行
事
事
典
』
渡
辺
信
一
郎
著 

東

京
堂
出
版 

と
い
う
本
に
、
江
戸
の
人
た
ち
は
十
五

夜
の
晩
に
、ス
ス
キ
や
団
子
を
供
え
る
以
外
に
、「
蛤
」

も
供
え
て
か
ら
食
べ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ

て
い
ま
し
た
。
「
蛤
は
月
見
と
聞
い
て
死
ぬ
覚
悟
」

と
い
う
川
柳
も
残
さ
れ
て
い
て
、
十
五
夜
に
食
べ
ら

れ
る
運
命
に
あ
る
蛤
の
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ

う
で
す
。 

ひ
な
祭
り
の
日
や
結
婚
式
の
日
に
、
蛤
の
吸
い
物

を
食
べ
る
と
い
う
話
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
十
五

夜
の
日
に
も
蛤
を
食
べ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
恥

ず
か
し
な
が
ら
、
初
め
て
知
り
ま
し
た
。 

蛤
は
貝
殻
が
ぴ
た
り
と
合
い
、
ほ
か
の
貝
と
合
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
結
婚
式
の
日
に

出
さ
れ
る
縁
起
の
良
い
食
べ
物
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

ち
な
み
に
、
ハ
マ
グ
リ
☟
ぴ
た
り
と
合
う
☟
そ
の

反
対
☟
グ
リ
ハ
マ
☟
ぴ
た
り
と
合
わ
な
い
☟
グ
レ
ハ

マ
☟
グ
レ
る
、
と
い
う
こ
と
で
、
「
グ
レ
る
」
＝
横

道
に
そ
れ
る
。
よ
く
な
い
人
に
な
る
と
い
う
言
葉
の

語
源
が
、
「
蛤
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
オ
ッ
と

い
け
な
い
。
話
が
グ
レ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 
 

今
日
十
月
十
八
日
は
、
旧
暦
の
九
月
十
三
日
。「
十

三
夜
」
と
呼
び
、
日
本
で
は
お
月
見
を
す
る
習
慣
が

あ
り
ま
す
。
十
五
夜
は
里
芋
の
収
穫
期
に
あ
た
る
た

め
、
別
名
「
芋
名
月
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
関
東

の
月
見
団
子
は
真
ん
丸
で
す
が
、
関
西
の
月
見
団
子

は
、
里
芋
型
で
頭
が
と
が
っ
て
い
て
、
き
な
粉
が
つ

い
て
い
る
も
の
も
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

十
三
夜
は
別
名
「
豆
名
月
」
や
「
栗
名
月
」
、
「
後

（
の
ち
）
の
月
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ス
ス
キ
や

団
子
、
枝
豆
や
栗
を
供
え
て
月
見
を
し
ま
す
。
十
五

夜
の
団
子
は
十
五
個
。
十
三
夜
の
団
子
は
十
三
個
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

昔
は
、
十
五
夜
と
十
三
夜
、
両
方
を
セ
ッ
ト
で
祝

っ
て
初
め
て
、
お
月
見
の
完
了
と
し
た
よ
う
で
す
。

十
三
夜
は
満
月
の
一
歩
手
前
で
ま
ん
丸
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
澄
ん
だ
秋
の
空
気
の
中
、
今
晩
、
お
月
さ

ん
が
見
え
る
よ
う
で
し
た
ら
、
虫
の
音
を
聞
き
な
が

ら
、
眺
め
て
み
る
と
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

あ
っ
、く
れ
ぐ
れ
も
、月
に
向
か
っ
て
ほ
え
た
り
、

グ
レ
た
り
！？
し
ま
せ
ん
よ
う
に
。 

（
立
教
小
学
校
校
長 

田
代 

正
行
）

 


