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一
暦
に
潜
む
文
明
の
姿

人

に
は
な
ぜ
暦
が
必
要
な
の
か

わ
た
し
た
ち
は
毎

日
､
カ
レ
ン
ダ
ー
を
な
が
め
て
暮
ら
し
て
い
る
｡
ま
た
､
カ
レ
ン
ダ
ー
付
き

の
メ
モ
帳
を
ポ
ケ

ッ

ト
や
バ
ッ
グ
に
し
の
ば
せ
て

い
る
｡
そ
の
主
要
な
目
的
は
日
付
を
知
る
た
め
で
あ

る
｡
あ
る
い
は
カ
レ
ン
ダ
ー
に
し

た
が

っ
て
自
分
の
行
動
計
画
を
立
て
る
た
め
で
あ
る
｡
し
か
し
､
カ
レ
ン
ダ
ー

の
役
割
は
む
し
ろ
個
人

の
都
合
を
こ

え
た
と
こ

ろ
に
あ
る
｡

い
ま

で
も
結
婚
式

に
は
大
安

が
こ
の
ま

れ
る
し
､
葬
式

に
は
友

引
を
避
け
る
｡
欧
米
で
は

一
三
日

の
金
曜
日
は

不
吉
な

日
と
さ
れ
る
｡
中
国
で
も
縁
起
を

か

つ
い
で
八
月
八
日
に
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク

の
開
催
日
を
さ
だ
め
た
｡
日
本

で
日
の
吉

凶
や
運
勢
を
占
う
易
学
や
陰
陽
道
が
発
達

し
た

の
も
､
こ
と
を
な
す

の
に
ふ
さ
わ
し

い
日
と
､
そ
う
で

は
な

い
日

と
を
判
別
す

る
た
め
で
あ
る
｡
暦
は
日
付

(暦
日
)
を
知
る
と

い
う

よ
り
も
､
日
に
ち

の
良
し
悪
し

(吉

こ
よ
み

か

よ

ひ
じ
り

ひ

凶
)
を
判
断
す

る
こ
と
に
重
き
が
お
か
れ
て

い
た
｡
暦

の
語
源
を

｢
日
読
み
｣
と
し
､
宗
教
的
職
能
者

の
聖
を

｢
日

し知
り
｣
と

す
る
日
本
民
俗
学

の
知
見
も

ゆ
え
な
し
と
し
な

い
｡
日
を
読
ん
だ
り
､
日
を
知

っ
た
り
す
る
の
は
､
宗
教

的
な
意
味

あ

い
が
強
か

っ
た
の
で
あ
る
｡

そ

の
よ
う

に
､
個
人

の
都
合
と
は
お
よ
そ
か
け
は
な
れ
た
と
こ
ろ
で
暦
は

つ
か
わ
れ
て
い
た
｡
日
本
が
中
国

の

こ
よ
み
の
は
か
せ

 暦
を
正
式

に
採
用
し
た

の
は
七
世
紀
末
だ
が
､
暦
博
士

の
つ
く

る
翌
年

の
暦
は

一
一
月
に
天
皇
に
献
上
さ
れ
る
と

と
も

に
､

天
皇

か
ら
諸
官
司

や
地
方

に
頒
布
さ
れ
､
行
政

の
基
準
と
な

っ
た
｡

つ
ま
り
､
行
政
文
書

に
記
さ
れ
る

日
付
と
し

て
の
役
割
を
も
ち
､
全
国

に
わ
た
る
律
令
体
制
を
時
間
的
に
統
合
し
て

い
た

の
で
あ
る
｡
漏
刻
と
よ
ば

れ
た
水
時
計

が

つ
く
ら
れ
､
時
を
知

ら
せ

て
い
た
の
も
同
時
代

の
こ
と
で
あ
る
｡

の
ち
に
は
占
星
台
も
建
造
さ
れ
､

*1元 嘉暦は六朝時代の南宋の暦法｡何 承天が編纂し､445

年から実施され､百 済を経て導入された｡

*2儀 鳳暦は唐朝の暦法で､李 淳風が編纂し､中 国では麟徳

暦とよばれていた｡
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天
体

の
運
行

か
ら
年
月
日
が
予
知
さ
れ
､
そ

の
吉
凶
を
占

っ
て

い
た
｡
こ
れ
ら

の
業
務
は
陰
陽
寮
の
管
轄
と
さ
れ

､

そ
こ
が
天

文

･
陰
陽

･
暦
法

･
漏
刻
を

つ
か
さ
ど

っ
た
｡
国
家
統
治
､

つ
ま
り
行
政
の
た
め
に
暦
は
必
要
と
さ
れ
､

七
二
〇
年

に
完
成
し
た

『日
本
書
紀
』
で
は
神
武
天
皇
紀
以
降

の
記
述
に
は
す

べ
て
日
付
が
書
き
込
ま
れ
て

い
る
｡

古
代

日
本

の
律
令
体
制
は
唐

に
学

ん
だ
行
政

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
｡
暦
法
も
中
国
か
ら
そ

っ
く
り
そ

の
ま
ま
導

入

 
ユ

 
 

さ
れ
た
｡
｢元
嘉
暦
｣
や

｢儀
鳳
暦
｣
が
そ
れ

で
あ
る
｡
日
本
が
中
国
文
明
圏
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
を
こ
れ
ら
の
暦

は
実
証
し

て
い
る
｡
と
す
れ
ば
､
暦

は
文
化
や
文
明
を
知

る
た
め

の
も

の
で
は
な

い
が
､
暦
を
と
お
し
て
文
化

･

ホ
ヨ

文
明
を
知

る
こ
と
は
で
き

る
｡

世
界
四
大
文
明
と
よ
ば
れ
る
古
代
文
明
が
あ
る
｡

エ
ジ
プ
ト
文
明
､

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
､
イ

ン
ダ
ス
文
明
､

黄
河
文
明

で
あ
り
､
暦

に

つ
い
て
は
詳
細
不
明

の
イ
ン
ダ

ス
文
明
以
外
､
み
な
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
暦
を
も

っ
て

い
た
｡
こ
れ
に
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
文
明
と

ア
ン
デ
ス
文
明
を
く
わ
え
て
六
大
文
明
と
称
す
る
こ
と
も
あ
る
｡
前
者
で
は

 

 

 
 

｢
マ
ヤ
暦
｣
や

｢
ア
ス
テ
カ
暦
｣
が
知
ら
れ
て

い
る
し
､
後
者
で
は
冬
至
と
夏
至
を
基
準
と
す
る
太
陽
暦
が

つ
か
わ
れ

て
い
た
｡

こ
の
よ
う

に
文
明
に
は
か
な
ら
ず
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
暦
法
が
存
在
し
､
統
治

に
役
立

て
ら
れ
､
人
び

と

の
生
活

を
律

し
て

い
た

の
で
あ

る
｡

多

様
な
暦
の
背
景
に
あ
る
も

の

暦
は

文
明
の
重
要
な

ツ
ー
ル
で
あ
る
｡

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
の
O
S
に
た
と
え
れ
ば
､

ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
や

マ
ッ
ク

O
S
に
相
当
す
る
｡
し
か
も
､
統
治
と
不
可
分

の
関
係

に
あ

っ
た
｡

O
S
の
な

い
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
が
存
在

し
な

い
よ
う

に
､
暦
を
も
た
な

い
文
明
を
か
ん
が
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
｡
そ
の
意
味

で
､
歴
史
観
な
ら
ぬ

｢
暦
｣
史
観

は
十
分

に
成
立
す
る
は
ず

で
あ

る
｡

*3中 牧弘允｢カ レンダーから世界を見るJ白 水社､2008年｡こ のほかにも以下

の特集は同様の視点から編集された｡『国際交流J99号(特 集｢考 暦学ことはじ

め｣監 修 中牧弘允)国 際交流基金､2003年｡『 民博通信｣109(特 集｢マ ルチ

な暦を生きる一 カレンダーにみる在日外国人のくらし｣責 任編集 中牧弘允)

国立民族学博物館､2005年｡｢ア ジア遊学』106(特 集｢カ レンダー文化｣)､勉

誠出版､2008年｡以 下の記述はこれらの文献を参照 したところがおおい｡
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暦
は
大

別
し
て
太
陰
暦
､
太
陽
暦
､
太
陰
太
陽
暦

の
三

つ
に
分
け
ら
れ
る
｡
言
う
ま
で
も
な
く
､
太
陰
暦
は
月

の
満
ち
欠

け

の
周
期

(朔
望
月
)
の
約

二
九

･
五
三
〇
六
日
を
基
準
と
し
､
太
陽
暦

は
太
陽

の
回
帰
年

の
約
三
六

五

･
二
四

二
五
日
を

一
年

の
単
位

と
し
て

い
る
｡
太
陰
太
陽
暦

は
双
方
と
も
サ
イ

ク
ル
に
端
数
が
で
る
太
陰
暦
と

太

陽
暦

の
組
み
合
わ
せ
で
成
り
立

っ
て

い
る
｡
そ
の
ほ
か
雨
季

や
乾
季

､
雪
形
や
開
花
､
動
植
物

の
出
現
な
ど
に

も
と
つ
く
自
然
暦
と
よ
ば
れ
る
も

の
も
あ

る
｡
他
方
､
季
節
や
天
文
と
は
関
係
な
く
､
中
国
発
祥

の
干
支

に
み
る

 
 

六
〇
を
サ

イ
ク
ル
と
す
る
暦

や
､
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
バ
リ
島

の

｢
ウ
ク
暦
｣
の
よ
う

に

一
巡
二

一
〇
日

(七
日

×
三

〇
ウ
ク
)

の
周
期
を
も

つ
暦
も
あ

る
｡

古
代
文

明
に
お

い
て
太
陰
太
陽
暦
を
採
用
し
て

い
た
地
域
と
し

て
は
バ
ビ

ロ
ニ
ア
､
ギ
リ
シ
ャ
､

ロ
ー

マ
､
イ

ン
ド
､
中

国
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
｡
太
陽
暦
は

エ
ジ
プ
ト
や

エ
チ
オ
ピ

ア
､
イ
ラ
ン

(ペ
ル
シ
ャ
)
で

つ

 
 

か
わ
れ
､

メ
ソ
ア
メ
リ
カ
や
ア
ン
デ
ス
で
も
そ
れ
に
近

い
暦
が
知
ら
れ
て

い
た
｡
｢
ユ
リ
ウ
ス
暦
｣
は

エ
ジ
プ
ト
の

ネ
 

太
陽
暦

に
範
を
と

っ
た
暦
法
で
あ
り
､
今
日

の

｢
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
｣
に
継
承
さ
れ

て
い
る
｡
他
方
､
純
粋

の
太
陰
暦

は
イ

ス
ラ

ー
ム
の
採
用
す
る
と

こ
ろ
と
な

っ
た
｡
し
か
し
､
中
国
文
明
圏
や
イ
ン
ド
文
明
圏
で
は
太
陰
太
陽
暦
が

依
然
と
し

て
勢
力
を
温
存

し
て

い
る
｡

と
こ
ろ

で
､
現
代

の
暦
法

の
分
布
は
宗

教
の
勢
力
図
と

か
な
り
の
程
度
に
重
な
り
合
う

｡

ユ
リ
ウ
ス
暦
は
東
方

正
教
､
グ

レ
ゴ
リ
オ
暦
は
カ
ト
リ

ッ
ク
と
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
採
用
し

て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
､
キ
リ
ス
ト
教
と
不

 
 

 可
分

で
あ

る
｡
し
か
し
､

い
つ
も
キ
リ
ス
ト
教
を
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
｡
イ

ス
ラ
ー
ム
の

｢
ヒ
ジ

ュ
ラ
暦
｣

は
太
陰
暦

で
あ
り
､
イ

ス
ラ
ー
ム
の
ひ
ろ
が
り
に
対
応
し

て
分
布
し

て
い
る
｡
他
方
､
イ
ン
ド
と
中
国
で
発
達
し

た
太
陰
太

陽
暦
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
明
圏

に
伝
播
し
､
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
中
国
思
想

(干
支
､
陰
陽
五
行
説
､
易
学
な

ど
)
と
密

接
に
つ
な
が

っ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
関
係
を
も
う
す
こ
し
歴
史
を
さ
か
の
ぼ

っ
て
仔
細
に
検
討
し
て
み
よ
う
｡

*4マ ヤ暦には長期暦と循環暦があり､前 者は20進 法による

5つ の単位を用いて暦元から直線的に時をはかり､後 者には

1年のサイクルを260日 とする暦と365日 とする暦とがある,

*51790年 にメキシコシティで発見された｢ア ステカの暦石｣

が有名である｡
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二

人
間
の
叡
智
と
工
夫
を
包
み
こ
ん
だ
暦
史

暦
史

の
誕
生

暦

の
発

生
を

さ
か

の
ぼ

っ
て
も
､

い
わ
ゆ
る
自
然
暦
と
太
陰
暦

･
太
陽
暦

の
ど
れ
が
先
行

し
て
い
た
か
は
､

い

ま

の
と
こ

ろ
判
断

が

つ
き
か
ね
る
｡
三
万
年
前

の
ク
ロ

マ
ニ
ヨ
ン
人
は
ワ
シ
の
骨
に
月
齢
ら
し
き
も

の
を
刻

ん
だ

 
り

痕
跡
を
残

し
て

い
る
し
､
ナ
イ

ル
の
民
も
有
史
以
前

か
ら
川
の
増
水
期
と
渇
水
期
を
農
耕
の
目
安
と
し
て
い
た
｡
し

か
し
､
暦

の
発
達
を

み
る
と
自
然
暦
は
正
確
さ

の
点

で
太
陰
暦

･
太
陽
暦
に
劣
り
､
歴
史

の
舞

台
か
ら
し
だ

い
に

消
え
て

い

っ
た
｡
残

っ
た
の
は
月
や
太
陽

に
も
と
つ
く
暦
法

で
あ
る
｡

月

の
満
ち
欠
け

の
周
期
を

一
か
月
と
し
､

一
二
か
月
を

一
年
と
す
る
暦
法
は
世
界
各

地
で
誕
生
し
た
｡
た
と
え

ば
チ
グ
リ

ス
川
と

ユ
ー

フ
ラ
テ
ス
川

の
な
が
れ
る
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
文
明
を
形
成
し
た
古
代

シ

ュ
メ
ー
ル
人
は
太

陰
暦
を

つ
か

っ
て
い
た
｡
し
か
も
､
太
陰
月
を

三
〇
日
と
す

る
こ
と
に
ょ
り

一
年
を

三
六
〇
日
と
し
た
｡
そ
し
て
､

一
日
を

二
四
時
間
に
分
け
た
｡
そ

の
文
明
を
受
け
継

い
だ
バ
ビ

ロ
ニ
ア
人
は
さ
ら
に
昼
と
夜
を
そ
れ
ぞ
れ

一
二
時

間
に
分
け

た
｡
こ
う
し
て

=

一
の
倍
数

で
あ
る
二
四
､
六
〇
､
三
六
〇
か
ら
な
る
暦
法
が
完
成

し
た
｡

一
週
七
日

の
七
曜
も

こ
こ
が
発
祥

の
地

で
あ
る
｡
こ
れ
を
う
け

て
旧
約
聖
書

｢創
世
記
｣
の
冒
頭

の
物
語
が

つ
く
ら
れ
､
天
地

創
造

の
作

業
は
六
日
間
で
完
成
し
､
七
日
目
は
聖
別
さ
れ
て
安
息
日
と
な

っ
た
｡

古
代
中

国
で
は
六
〇
を
周
期
と
す
る
暦
法
が

つ
く
ら
れ
た
｡
十
干
と
十
二
支

の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
干
支
で
あ

る
｡
干
支

は
股
代

(紀
元
前

一
六
世
紀
頃
～

一
一
世
紀
頃
)
に
完
成
し
､
年
月
日
に
使
用
さ
れ
て
い
た
｡
ま
た
股
代

むつ

る

うつ

に
す

で
に
閏
月
が
も
ち

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
､
太
陰
太
陽
暦
が
完
成
し
て

い
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
｡

*6一 巡(1年)が210日 の暦｡7日 を一まとまりとし､30種

類のウクがある｡

*7ユ リウス･力 エサル(ジ ュリアス･シ ーザー)が 紀元前

46年 に制定した太陽暦｡

*8グ レゴリオ13世 が1582年 にユリウス暦をもとに修正し

た暦｡現 行の西暦のこと｡
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他
方
､

太
陽
暦
を
最
初
に
採
用
し
た
古
代
文
明

は

エ
ジ
プ
ト
で
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
｡
紀
元
前

四
〇
〇
〇
年

頃
､
ナ
イ

ル
の
民
は
三
〇
日
か
ら
な
る

一
二
か
月
と
五
日
を
く

わ
え
た
三
六
五
日
を

一
年
と
し

て
い
た
｡
余
分

の

五
日
は
オ

シ
リ
ス
､
イ
シ
ス
､
ホ
ル
ス
､
ネ

フ
テ
ィ
ス
､

セ
ト

の
神
が
そ
れ
ぞ
れ
生
ま
れ
た
日
と
さ
れ
て
い
た
｡

そ
し
て
､

恒
星

の
シ
リ

ウ
ス
が
太
陽
と
と
も
に
東

の
空
に
あ
ら
わ
れ
る
日
を
元
日
と
し
､
そ

の
日
を
祝
し
て

い
た

｡

し
か
も
､

シ
リ
ウ
ス
の
出
現
を
正
確

に
測
定
し
て
い
る
う
ち
に
､
太
陽
年

が
三
六
五
日
よ
り
約
四
分

の

一
日

(六
時

間
)
な
が

い
こ
と
に
気
づ

い
て

い
た

の
で
あ
る
｡

ホ
 

古
代
イ

ン
ド
で
は
ヴ

ェ
ー
ダ

の
補
助
学
と
し

て
暦
法

は
位
置
づ
け
ら
れ
､
祭
式
の
日
付
を
決
め
る
た
め
に

つ
か

 
 

 わ
れ
て
い
た
｡
暦
法
は
紀
元
前
五
世
紀
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
｡
そ
こ
で
は

ユ
ガ
と
よ
ば
れ
る
周
期

の
な
か
に
暦

日
数
と
朔

望
月
数
を
あ
た
え
る
こ
と
を
基
本
と
し

て
い
た
｡
ま
た
､
イ
ン
ド
の
天
文
学
で
は

｢
年
｣
と
は
太
陽
の
回

帰
年

で
は

な
く
､
恒
星
の
回
帰
年
を
意
味
し
て

い
た
｡
そ
う
し
た
事
情
か
ら
､
イ

ン
ド
の
暦
は
基
本
的
に
は
太
陰

太
陽
暦

で
あ
る
が
､
正
確

に
は
太
陰
恒
星
暦
と

い
う

べ
き
も

の
で
あ
り
､
き
わ
め

て
複
雑
な
様
相
を
呈
す

る
よ
う

に
な

っ
た

｡

メ
ソ
ア

メ
リ
カ
の

マ
ヤ
に
は

一
年
が
二
六
〇
日

の
宗
教
暦
と
､

一
年
三
六
五
日
の
暦
が
あ

っ
た
｡
そ
れ
以
外

に
も

九
日
周
期

の
暦
が
あ
り
､
そ
の
三

つ
を
組
み
合
わ
せ
て
つ
か

っ
て
い
た
｡
さ
ら
に
､
二
〇
進
法
を
も
ち

い
る
マ
ヤ
で

は

二
〇

×

一
八

11
三
六
〇
を

一
年
と
す
る
ト
ゥ
ン
と
い
う

｢
年
｣
を
も

っ
て

い
た
｡
三
六
五
日
暦
で
は
紀
元
前
一三

一
四
年
九

月
六
日
を
暦
元

の
日
と
さ
だ
め

て
い
た
｡
そ
こ
か
ら

ひ
と

つ
の

｢
暦
｣
史
が
は
じ
ま

っ
た

の
で
あ

る
が

､

実
際

の
マ
ヤ
の
歴
史
は
紀
元
後
三
世
紀
末
か
ら

一
〇
世
紀
は
じ
め
ま
で
が
中
心
で
あ
る
｡
ま
た
､
暦

の
日
付
は
も

っ

ぱ
ら
王

の
即
位
と
か
戦
争
な
ど

の
歴
史
を
石
造

の
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
に
し
る
す
た
め
に

つ
か
わ
れ
て
い
た
｡
三
六
五
日

暦
は
太
陽
暦
に
ち
か

い
が
､
厳
密
な
太
陽
暦
を
め
ざ
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
｡
ち
な
み
に
､
三
六
五
日
暦

の
現
在

*9ム 八ンマ ドがメッカか らメディナにのがれた ヒジュラ

(聖遷)の 年(西暦622年)を 紀元とする太陰暦｡

*10デ イヴィッド･E･ダ ンカン 『暦をつくった人々』(松浦

俊輔訳)河 出書房新社､1998年､25-28頁｡
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の
大
周
期

の
終
わ
り
は

二
〇

一
二
年

=

一月

二

一
日

(な

い
し
二
三
日
)
に
や

っ
て
く
る
｡

マ
ヤ
暦

の
終
末

で
あ

る
｡

文明の｢暦｣史観一 太陰暦､太陽暦､太陰太陽暦の相克と共存

神

と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
暦
1

｢
ユ
リ
ウ
ス
暦
｣
と

｢ヒ
ジ

ュ
ラ
暦
｣

暦

の
変

遷
と
し

て
の

｢暦
｣
史

に
お

い
て
､
革
命
的
な
転
換
は
ふ
た

つ
あ
る
｡
ひ
と

つ
は

ロ
ー

マ
に
お
け
る
太
陽

暦
､

つ
ま
り

ユ
リ
ウ

ス
暦

へ
の
改
暦

で
あ
り
､
も
う
ひ
と

つ
は
イ

ス
ラ
ー
ム
に
よ
る
太
陰
暦

の
採
用
で
あ
る
｡

ユ

リ
ゥ
ス
暦

か
ら
グ

レ
ゴ
リ
オ
暦

へ
の
改
暦
は
こ
れ
ら
に
く
ら

べ
る
と
小
事
件

に
す
ぎ
な

い
｡

ユ
リ
ゥ

ス

･
ヵ

エ
サ
ル

(ジ

ュ
リ
ア
ス

･
シ
ー
ザ
ー
)
と
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
と
の
遭
遇
は

｢暦
｣
史
を

お
お
き
く
変

え
た
｡

エ
ジ
プ
ト
の
太
陽
暦

の
存
在
を
知

っ
た
カ

エ
サ
ル
は
､
閏
月

の
入
れ
方
が
神
官

の
特
権

に
な

っ
て

い
た

ロ

ー

マ
の
太

陰
太
陽
暦

(
ヌ
マ
暦
)
を
廃
し
､
紀
元
前

四
六
年

に
太
陽
暦

の
採
択
に
踏
み
切

っ
た
｡
そ
し
て

一
年
を
三

六
五

･
二
五
日
と
さ
だ
め
､
四
年

に

一
度
､
閏
日
を

二
月

の
末

に

一
日
お

い
た
｡
ま
た
年
始
を
三
月

に
代
え

て

一

月
と
さ
だ

め
た
｡
た
だ
し
､
こ
の
年
だ
け
は
九
〇
日
の
閏
日
を
挿
入
し
､
太
陽
暦
と

の
調
整
を
は
か

っ
た
｡

ユ
リ

ウ
ス
自
身

は
こ
の
年
を

｢最
後

の
乱
れ
た
年
｣
と
よ
ん
だ
が
､
人
び
と
は
政
治

の

｢乱
れ
た
年
｣
と
し
て
記
憶
し
た
｡

と
は

い
え

､

ユ
リ

ウ
ス
の
功
績
を
た
た
え
た
元
老
院
は
第
五

の
月

(ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ウ
ス
)
を

ユ
リ
ウ

ス

(冒
巨

ω
)

に
変
更
し

､
以
来
そ
の
名

に
ち
な
み
､
た
と
え
ば
英
語

で
は

』
巳
《
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
甥
で
養
子
の
ア

ウ
グ
ス
ト

ゥ
ス

(〉
信
oq
=
ωゴ
』ω)
も
初
代

の
皇
帝
と
な

っ
た
こ
と

で
､
元
老
院
は
八
月
を
か
れ
に
さ
さ
げ
た
｡
英
語

で

〉
ロ
oΩ
自
ω
け
と
よ
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
そ
れ
以
外

の
月
名
に
は
ヤ
ヌ
ア
リ
ウ
ス

(
一
月
､
双
面

の
神
)
な

ど
旧
来

の
月
名
が
そ

の
ま
ま

つ
か
わ
れ
､
セ
プ
テ
ン
ベ
ル

(第
七

の
月
､
九
月
)
以
下
に
は
､
三
月
か
ら
数
え
る
ロ

ー

マ
の
習

慣
も

の
こ
さ
れ
た
｡

ユ
リ

ウ
ス
暦

は
､

ロ
ー

マ
帝
国

の
版
図

の
拡
大

に
と
も
な

い
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
全
土
に
ひ
ろ
が

っ
た
｡

ロ
ー

マ
帝
国

*11イ ンドの古典文献でバラモン教の聖典｡

*12イ ンドの暦法にもとつく5年 の周期｡
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の
も
と

で
迫
害
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
三
九

四
年
に
は
帝
国

の
国
教
と
な

っ
た
キ
リ

ス
ト
教
も

ユ
リ
ウ
ス

暦
を
採
用

し
て

い
た
｡
後

に

ロ
ー

マ
帝

国
は
東
西
に
分
裂
し
､
西

ロ
ー

マ
帝
国
は
カ
ト
リ

ッ
ク
､
東

ロ
ー

マ
帝
国

は
東
方
正

教
と

い
う
ち
が

い
は
あ

っ
た
が
､

ユ
リ
ウ
ス
暦
は
共
通
し
て
使
用
さ
れ
た
｡

と
こ
ろ
が
､

ユ
リ
ウ
ス
暦

に
は
致
命
的
な
欠
陥
が
あ

っ
た
｡
と

い
う

の
も
､

一
年
を
三
六
五

･
二
五
日
と
し
た

た
め
に
実

際
よ
り

一
一
分

ほ
ど
長
く
､
積
年

の
累
積
が
無
視

で
き
な
く

な

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
よ
う

や
く

ロ
ー

マ

法
王
グ

レ
ゴ
リ
オ

(グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
)

二
二
世

の
も
と
に
改
暦
委
員
会
が
設
置
さ
れ
､

一
五
八
二
年

に
い
わ
ゆ
る
グ

レ
ゴ
リ
オ

暦
に
改
暦
す
る
こ
と

に
な

っ
た
｡
そ

の
眼
目
は
､

ユ
リ
ウ

ス
暦

で
は
四
年

に

一
回
め
ぐ

っ
て
く

る
閏
日

を
､
四
〇

〇
年

に

一
度
だ
け
も
う
け
な

い
と

い
う
も

の
で
あ

る
｡

つ
ま
り
､

一
〇
〇
で
割

り
切
れ
､
四
〇
〇

で
割

り
切
れ
る

年
に
は
閏
日
を
く
わ
え
な

い
こ
と
に
し
た

の
で
あ

る
｡
同
時

に
､
早
く
す
す
み
す
ぎ
た

一
〇
日
を
空
白

と
し
た
｡

す
な
わ
ち

一
五
八

二
年

一
〇
月
四
日
の
次

の
日
を

一
〇
月

一
五
日
と
さ
だ
め
た

の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う

に
グ

レ
ゴ
リ
オ
暦
は
若
干

の
バ
ー
ジ

ョ
ン

･
ア

ッ
プ
し
た

ユ
リ
ウ

ス
暦

で
し
か
な

い
｡
現
に
､
イ
タ

リ
ア
､

フ
ラ
ン
ス
､

ス
ペ
イ

ン
､
ポ
ル
ト
ガ

ル
な
ど

の
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
は
た
だ
ち

に
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
採
用
し

た

が
､
ド

イ
ッ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど

の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
は

一
八
世
紀

の
中
旬

に
な

っ
て
よ
う

や
く
全
面
的
に

受
け
入
れ

た
ほ
ど

で
あ
る
｡
東
方
正
教

の
国
々
は

二
〇
世
紀

に
な

っ
て
し
だ

い
に
グ

レ
ゴ

リ
オ
暦

に
切
り
替
え

て

い
っ
た
が

､
東
方
正
教
会

の
儀
礼

で
は

い
ま

で
も

ユ
リ
ウ
ス
暦
を
採
用
し
て
い
る
と

こ
ろ
が
お
お

い
｡

ユ
リ
ウ

ス
暦
､

グ
レ
ゴ

リ
オ
暦

の
伝
統

に
本
格
的

に
対
抗
し
た

の
は

フ
ラ
ン
ス
革
命
暦

で
あ
る
｡

ア
ン
シ
ャ

ン

･
レ
ジ

ー
ム
の
打
倒
を
め
ざ
し
､
過
激
な
施
策
が
実
行

に
移
さ
れ
た
｡
革
命
暦
､
な

い
し
共
和
暦
も
そ

の
ひ
と

つ
で
あ
る
｡
し
か
し
､
性
急
過
ぎ
た
こ
と
と
､
北

フ
ラ
ン
ス
中
心
だ

っ
た
た
め
､

一
二
年

ほ
ど
で
挫
折
し
た
｡
そ

れ
を
旧

(グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
)
に
復
し
た

の
は
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ

ン
で
あ
る
｡
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日
没
に
は
じ
ま
り
､
日
没
に
終
わ
る
ヒ
ジ

ュ
ラ
暦

の

一
日

メ
ッ
カ
か
ら

メ
デ
ィ
ナ
に
逃
避

(聖
遷
)
し
た

ム
ハ
ン
マ
ド
は
死

の
約

一
年
前

(西
暦
六
三
二
年
)
､
メ
ッ
カ
へ
の

最
後

の
巡
礼

に
出
か
け

る
前
､
信
仰

の
あ
か
し
と
し
て
純
粋
な
太
陰
暦

の
採
用
に
踏
み
切
り
､
メ
ッ
カ
で
使
用
さ

れ
て
い
た
太
陰
太
陽
暦
と

の
対
決
姿
勢
を
明
確

に
し
た
｡
紀
元
を
ヒ
ジ

ュ
ラ

(聖
遷
)
の
年
と
さ
だ
め
た

の
は
ム

ハ

ン
マ
ド

で
は
な
く
､
第

二
代
カ
リ

フ
の
と
き
で
あ
る
｡
ヒ
ジ

ュ
ラ
暦

は
イ

ス
ラ
ー
ム
の
伝
播

に
と
も
な

っ
て
普
及

し
､
そ

の
礼
拝

や
断
食
を
厳
格
に
律
し

て
い
る
｡

ア
ラ
ビ

ア
半
島
で
は
ヤ
ス
リ
ブ

(後

の
メ
デ
ィ
ナ
)
に
住
む

ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
学

ん
で
､
西
暦

四

一
二
年

か
ら
太
陰

ち
じ
ゅ
ん

 
お

太
陽
暦

が

つ
か
わ
れ
て
い
た
｡
そ
れ
は
第

一
三
番
目

の
月
を
挿
入
す
る
置
閏
法
で
､

メ
ト

ン
周
期
と
し
て
知
ら
れ

る

一
九
年
七
閏
法

に
も
と
つ

い
て
い
た
｡

こ
れ
は
､
そ
も
そ
も
バ
ビ

ロ
ニ
ア
の
暦
法
を

つ
ぐ
も

の
で
あ

っ
た
｡

ア
ラ
ビ

ア
半
島

で
の
特
徴

は
古
代
か
ら
神

聖
月
を
も
う
け
､
四
か
月
間
は
戦
争
や
略
奪

の
た
め
の
遠
征
を
お
こ

な
わ
な

い
と
と
り
き
め
て
い
た
｡
神
聖
月
は
第

一
番
目
､
第
七
番

目
､
第

=

番
目
､
第

一
二
番
目
だ

っ
た

の
で
､

=

月

か
ら

一
月
ま
で
の
三
か
月
間

が
連
続
し
て

い
た
｡
し
か
し
､
そ
れ
を
不
都
合
と
し
て

一
月
を

二
月

に
振
り

替
え

る
習
慣
が
お
こ

っ
た
｡
ま
た
､
第

=
二
番
目
の
閏
月
を
神
聖
月
に
あ

て
る
こ
と
を
し
た
｡
イ
ス
ラ
ー
ム
は
そ

う
し
た

習
慣
を
不
信
仰
な
行
為
と
し
て
廃
止
し
､
ラ
ジ

ャ
ー
ブ

(七
月
)
と
連
続
す
る
年
末
年
始

の
三
か
月
を
あ
ら

た
め
て
神
聖
月
と

さ
だ
め
､
｢
神
聖
月
に
は
悪
を
な
す
な
か
れ
｣
と

い
ま
し
め
た
｡
た
だ
し
､
そ
の

一
方

で
､
不
信

仰
者
に
対
す

る
攻
撃
は
ど
の
月

で
も
か
ま
わ
な

い
と
の
啓
示
も
く
だ

っ
て
い
る
｡

ム

ハ
ン
マ
ド
を
と
お
し
て
語
ら
れ
た
啓
示
に
よ
る
と
､
月
は

一
二
か
月
で
あ
り
､
三

日
月
か
ら
三
日
月
が
ひ
と

月
と
さ

れ
た
｡
し
た
が

っ
て
､
新
し

い
日
に
は

い
る
の
は
西

の
空
に
三
日
月

(糸

の
よ
う

に
細

い
三
日
月

で
あ
り

､

*13ア テネの天文学者メ トンが紀元前5世 紀に提唱 した周期｡

19年 に7回閏月を入れて調整する太陰太陽暦の置閏法であ

り､古 代のバビロニアや中国でも使用されていた｡
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三
日
目

の
月
で
は
な

い
)
が
見
え
た
と
き
で
あ
り
､
古

い
月
が
終
わ
る
の
も
三
日
月
を
確
認
し
た
と
き
で
あ
る
｡
そ

の
た
め

一
日
は
日
没
か
ら
は
じ
ま
り
､

つ
ぎ

の
日
没

で
終
わ

る
の
で
あ
る
｡
断
食
月

(九
月
)
の
場
合
も
､
夜
空
に

細

い
月

が
肉

眼
で
見
え

た
翌
朝
か
ら
断
食
を
は
じ
め
､
仮
に
見
え
な
か

っ
た
と
き
は
､
そ
の
翌

々
日
か
ら
開
始

さ

れ

る
｡

判
断
す

る
の
は
高
位

の
聖
職
者
で
あ

る
｡
断
食
月

の
終
了
も
同
様

で
あ
る
｡
そ
し

て
､

ひ
と
月
は
二
九
日

(偶
数
月
)
と
三
〇
日

(奇
数
月
､
お
よ
び
閏
月
の

一
二
月
)
か
ら
な
り
､

一
年
は
三
五
四
日
な

い
し
三
五
五
日

(閏

年
)
で
あ

る
｡
閏
年
は
約
三
〇
年
に

一
一
回
め
ぐ

っ
て
く
る
｡

ム

ハ
ン
マ
ド
は
メ

ッ
カ
で
啓
示
を
受
け
､
預
言
者
と
し
て
の
自
覚
を
も

っ
て
宗
教
活
動
を
は
じ
め
た
が
､
巡
礼

地
と
し

て
栄
え

て
い
た
メ

ッ
カ

の
最
有
力
氏
族

で
あ

っ
た
ク
ラ
イ
シ

ュ
族
か
ら
迫
害
さ
れ
､
数
百
人
の
信
者
と
と

も

に
北
方
約
四
〇
〇
キ

ロ
メ
ー
ト

ル
の
町
メ
デ
ィ
ナ
に
移
住
し
た
｡
ヒ
ジ

ュ
ラ
暦
は
こ
の
年

(西
暦
六
二
二
年
)
を

紀
年
と

す
る
暦
法

で
あ
り
､
ム

ハ
ン

マ
ド

の
死
後
七
年
目
に
二
代
目

の
カ
リ

フ
で
あ

る
ウ

マ
ル

一
世
よ

っ
て
制
定

さ
れ
た
｡

イ

ス

ラ
ー
ム
の

一
日
五
回

の
礼
拝
も
太

陽
の
運
行
と
関
係
は
す
る
が
､
き

っ
ち
り
と
日
出
と
日
没
､
あ
る

い
は

正
午
に

さ
だ
め

て
い
る
わ
け
で
は
な

い
｡
む
し

ろ
､
そ
う

し
た
厳
密
性
は
不
信
心
者

の
お
こ
な

っ
て
き
た
行
為
と

し

て
し

り
ぞ
け
ら
れ
て
い
る
｡

イ
ス

ラ
ー
ム
で
は
こ
の
よ
う
に
信
仰
の
発
露
と
し
て
太
陰
太
陽
暦
を
廃
し
､
厳
格
な
太
陰
暦
を
採
用
し
た
｡
し
た

が

っ
て
､
ヒ
ジ

ュ
ラ
暦
は
本
来
的
な
性
格
と
し

て
宗
教
暦
と

い
え
る
も

の
で
あ
る
｡
他
方
､

ユ
リ
ウ
ス
暦
は
聖
職
者

の
特
権

を
う
ば

っ
て
帝
国
支
配

の
手
段
と
し

て
断
行

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
基
本
的

に
は
世
俗
的
な
性
格
が
強

い
｡

し
か
も

グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と
ヒ
ジ

ュ
ラ
暦
は
そ
れ
ぞ
れ
太
陽
暦
と
太
陰
暦
を
代
表
す

る
も

の
で
あ
る
｡
キ
リ
ス
ト
教
世

界
と
イ

ス
ラ
ー
ム
世
界

の
対
立
や
相
克

は

｢暦
｣
史
的

に
み
て
も
､
興
味
ぶ
か

い
テ
ー

マ
と
な
る
は
ず

で
あ
る
｡
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太
陰
太
陽
暦
の
巻
き
返
し
1

暮
ら
し
を
彩
り
､
文
化
を
育
む
暦

バ
ビ

ロ
ニ
ア
起
源

の
太
陰
太
陽
暦
は
､
イ

ス
ラ
ー
ム
に
よ

っ
て
ほ
ぼ
消
滅

の
憂
き
目

に
あ

っ
た
｡
わ
ず

か
に
そ

 

む

の
伝
統
を
継
承

し
て
い
る
の
は

｢
ユ
ダ
ヤ
暦
｣
で
あ
る
｡

ユ
ダ
ヤ
教

の
行
事

は
い
ま

で
も

ユ
ダ
ヤ
暦
に
も
と
つ

い
て

い
る
し

､
そ

の
紀
元
は
旧
約
聖
書

に
あ
る
天
地
創
造

(紀
元
前
三
七
六

一
年
)
で
あ

る
｡
ま
た
､
キ
リ

ス
ト
教
の
復

す
ぎ

こ

 
お

活
祭

は

ユ
ダ
ヤ
教

の
過
越
し
の
祭
り
の
時
期

に
め
ぐ

つ
て
く
る
が
､
そ
れ
は
春
分

の
次

の
満
月
が
過
ぎ
た
直
後

の

日
曜

日
と
定
め
ら
れ

て
い
る
｡
春
分
は
太
陽
暦

の
節
目

で
あ
り
､
そ

の
点
で
復
活
祭
は
バ
ビ

ロ
ニ
ア
の
太
陰
太
陽

暦

の
痕

跡
を
残

し
て
い
る
と

い
え
る
｡

太
陰
太
陽
暦
は
む
し
ろ
中
国
文
明
圏
と
イ
ン
ド
文
明
圏

で
絶
大
な
る
影
響
力
を
維
持
し
て
き
た
｡
そ
れ
は
干
支

や
星
宿

が
付
随
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
｡
｢暦
｣
史
上

の
革
命
は
な
か

っ
た
が
､
改
革
は

い
ろ

い
ろ
こ
こ
ろ
み
ら
れ

た
｡
し

か
し
､
中
国
で
も
イ
ン
ド
で
も
二
〇
世
紀
に
は

い
る
と
太
陽
暦
に
圧
倒
さ
れ
て

い
っ
た
｡

ア
ジ

ア
に
お

い
て
太
陰
太
陽
暦

の
引
力
圏
か
ら
最
初
に
離
脱
を
は
か

っ
た
の
は
他
な
ら
ぬ
日
本

で
あ
る
｡

一
入

七
三
年

の
明
治
改
暦
で
､
日
本
は
西
洋
文
明

の
O
S
で
あ
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
乗
り
換
え
た
｡
｢脱
亜
入
欧
｣
は

｢脱

太
陰
太

陽
暦
､
入
太

陽
暦
｣
で
も
あ
り
､
文

明
的
な
決
断
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
｡
他

の
諸
国
も
後

に
つ
づ

い
た

｡

日
本
に
併
合
さ
れ
た
朝
鮮
で
は

一
九

一
〇
年
か
ら
､
中
国
で
は
辛
亥
革
命
を
経

て
中
華
民
国
が
成

立
し
た

一
九

一

二
年
か

ら
グ

レ
ゴ
リ
オ
暦
が
採
用
さ
れ
た
｡
植
民
地
と
な

っ
た
国

や
地
域

で
は
西
欧
列
強
の
進
出
と
と
も

に
グ

レ

ゴ
リ
オ
暦

の
導
入
が
は
か
ら
れ
た
｡
も

っ
と
も
､

フ
ィ
リ
ピ

ン
だ
け
は
例
外

で
､
ス
ペ
イ
ン
の
支
配
下
に
あ

っ
た

こ
と
か

ら
､
そ
れ
は

一
五
八
二
年

の
改
暦
時

に
ま
で
さ
か

の
ぼ
る
｡

と
は

い
え

､
太
陰
太
陽
暦
は
し
ぶ
と
く
命
脈
を
保
ち
続
け

て
い
る
｡
と

い
う
こ
と

は
､

ア
ジ
ア
諸
地
域
の
文

明

*14バ ビロニアの影響を受けた太陰太陽暦で､新 年が9月 頃

にはじまり､紀 元前3761年 を創世紀元とする暦｡

*15モ ーセに率いられたユダヤ人のエジプト脱出を記念する

春の祭り｡春 分直後の満月の晩に小羊を供え､共 食する｡
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を
理
解
す

る
と
き
に
は
､
太
陽
暦

(グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
)
と
太
陰
太
陽
暦
と

の
関
係
が
ポ
イ

ン
ト
と
な

っ
て
く
る
｡

日
本

で
は
明
治
初
頭

(
一
八
七
三
)
に
廃
止
さ
れ
た
は
ず

の
旧
暦

(太
陰
太
陽
暦
)
が
農
山
漁
村
で
は

一
九
五
〇

 
め

年
代
ま

で
生
き

て

い
た
し
､
月
遅
れ
の
行
事
と
し

て
今

で
も
影
響
力
を
と
ど
め
て

い
る
｡
中
国
文
明

の
引
力
が
相

対
的
に
強

い
奄
美
や
沖
縄

で
は
､
今
な
お
旧
暦
行
事
が
形
を
多
少
か
え
な
が
ら
も
存
続
し
て
い
る
｡

韓
国

や
中
国
で
は
西
暦

の
正
月
よ
り
も
太
陰
太
陽
暦

の
旧
正
月

(春
節
)
を
盛
大
に
祝
う
慣
習
が

つ
づ

い
て

い
る

｡

韓
国
､
北
朝
鮮
､
中
国
､
台
湾

の
カ
レ
ン
ダ
ー
に
は
陰
暦

(農
暦
)
が
か
な
ら
ず
と

い
っ
て
よ

い
ほ
ど
小
さ
く
載

っ

て
い
る

｡
た
だ

し
､
そ
の
あ

つ
か

い
は
副
次
的

で
あ
り
､
そ
の
逆
､

つ
ま
り
陰
暦
を
主
と
し
て

い
る
カ
レ
ン
ダ
ー

は
見
た

こ
と
が
な

い
｡

ベ
ト

ナ
ム
で
も
日
め
く
り
に
は
陰
暦
が
載

っ
て
い
る
が
､

か

つ
て
は
中
国
と
同
じ
だ

っ
た
も

の
を

一
九

八
五
年

か
ら
ベ
ト
ナ
ム
独
自

の
も
の
に
か
え
て
い
る
｡
そ
の
結
果
､
テ
ト
と
よ
ば
れ
る
旧
正
月
が
中
国
と
く
ら
べ
る
と

一
日

(た
と
え

ば
二
〇
〇
七
年
)
､
あ
る

い
は
ほ
ぼ

一
か
月

(た
と
え
ば

一
九
八
五
年
)
は
や
く
な

っ
た
り
し
て
い
る
｡

ど

の
国
に
お

い
て
も

一
般
に
都
市
部

で
太
陽
暦
が
先
行

し
て
浸
透
し
､
農
村
部

で
は
依
然
と
し
て
古
来

の
太
陰

太
陽
暦

に
た
よ
る
生
活

が

つ
づ

い
て
き
た
｡
都
市
部
に
お

い
て
も
､
労
働
は
西
暦

で
も
行
事
は
旧
暦
と

い
う
よ
う

な
分
業
体
制

が
み
ら
れ
る
｡
こ

の
よ
う
に
文
明

の
構
成

に
あ
た

っ
て
､
ふ
た

つ
の
暦
法

が
主
/
副
､
都
市

/
農
村

､

労
働
/
行
事
と

い

っ
た
ち
が

い
は
あ

っ
て
も
､
そ
れ
ぞ

れ
に
関
与
し

て
い
る
の
で
あ
る
｡

南

ア
ジ

ア
の
太
陰
太
陽
暦
も
強
靭
な
粘
り
腰
を
発
揮
し
て

い
る
｡
イ
ン
ド
､
ネ

パ
ー
ル
､

ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
新

は
く
ぷ
ん

こ
く
ぷ
ん

 年

は
四
月

の
中
旬

に
祝
わ

れ
､

ひ
と
月
は
白
分

(新
月
か
ら
満
月
)
と
黒
分

(満
月
か
ら
新
月
)
に
分
け
ら
れ
る

｡

し
か
も

､
太
陽
月

(太
陽
年
を

一
二
分

し
た
月
)
と
朔
望
月

(新
月
か
ら
新
月
､
あ
る

い
は
満
月
か
ら
満
月
)
が
組

み
合
わ

さ
れ
る
の
で
､

い
っ
そ
う
複
雑
で
あ

る
｡

*16旧 暦 と新暦のおりなす対抗関係については､次 の拙稿を

参照されたい｡中 牧弘允｢生活のなかの宗教｣井上忠司編
｢現代日本文化における伝統と変容4都 市のフォークロア』

ドメス出版､1988年､77-91頁｡

*17星 宿とは月や太陽の背景にある恒星のまとまり(宿)を

さし､恒星年とは同一の恒星に回帰する｢年｣の ことである｡



rr3

文明の｢暦｣史観一 太陰暦､太陽暦､太陰太陽暦の相克と共存

イ

ン
ド

政
府
は

一
九
五
七
年

に
国
定

カ
レ
ン
ダ
ー
を
制
定
し
統

一
を
は
か

っ
た
が
､

い
ま
だ

に
十
分
な
る
普
及

を

み
て
い
な

い
｡
そ
れ
ほ
ど
人
び
と
は
言
語
ご
と
､
地
方
ご
と

に
微
妙
に
異
な
る
太
陰
太
陽
暦

に
親
し

ん
で
い
る

ホ
レ

の
で
あ
る
｡
複
雑
さ
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
て

い
る
の
は
星
宿

(二
八
宿
)
や
恒
星
年

(
一
二
宮
)
の
シ
ス
テ
ム
で
あ

け

つ
じ

つ

よ

じ

つ

る
｡
そ
の
た
め
に
占
星
術
が
発
達
し
､
欠

日

(と
ば
す
日
)
や
余

日

(繰
り
返
す
日
)
な
ど
が
必
要
と
さ
れ
､
さ
ま

ざ
ま
な
調

整
が
は
か
ら
れ

て
い
る
｡

イ

ン
ド

の
暦
法

が
伝
播
し
た
ビ

ル
マ

(ミ
ャ
ン
マ
ー
)
､
タ
イ

や
ラ
オ
ス
な
ど
で
も
陰
暦
が

い
ま
な
お
隠
然
た

る

う
あ
ん
こ

ホ
の

役
割
を
果
た
し

て
い
る
｡
た
と
え
ば
雨
安
居

で
知
ら
れ
る
三
か
月
間
､
出
家
者
は
僧
院

で
修
行
に
は
げ
み
､
在
家

者
も
結
婚

や
引
越
し
な
ど
を
避
け
る
｡
ビ

ル
マ
で
そ

の
雨
安
居

が
は
じ
ま

る
の
は
ワ
ー
ゾ
ー
月

(七
月
)
の
満
月

の

翌
日
か
ら

で
あ
る
｡

こ
の
よ
う

に
太
陰
太
陽
暦
は
ア
ジ

ア
全
体

で
現
役

の
暦
と
し
て
機
能
し

つ
づ
け

て
い
る
｡
イ
ン
ド
や
中
国

の
文

お
む

明
圏
だ
け

で
は
な

い
｡
チ

ベ
ッ
ト
仏
教

の
伝
播
し
た
ブ
ー
タ
ン
や

モ
ン
ゴ

ル
で
も

｢
チ
ベ

ッ
ト
暦
｣
と
よ
ば
れ
る
太

陰
太
陽
暦

が
欠
か
せ
な

い
｡
も
し
ア
ジ

ア
な
る
も

の
が
統
合
を
め
ざ
す
と
す
れ
ば
､
太
陰
太
陽
暦
は
そ
の
有
力
な

ツ
ー

ル
に
な
り
う

る
｡

い
ま
は
太
陽
暦
と
太
陰
暦

の
は
ざ
ま

で
逼
塞
し
て
い
る
が
､

E
U
な
ら
ぬ
A
U
が
構
想
さ

れ
､

ア
ジ

ア
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
ど
と

い
う
も

の
が
問
わ
れ
る
と
き
､
そ

の
潜
在
的
ソ
フ
ト

･
パ

ワ
ー
に
注

目

が
集

ま
ら
な

い
と
も
か
ぎ
ら
な

い
｡
た
だ
し
､
ば
ら
ば
ら
な
陰
暦
を
ど
う
統
合

す
る
か
が
ひ
と

つ
の
大
き
な
課

題

で
あ

り
､

マ
レ
ー
シ

ア
や
イ

ン
ド
ネ

シ
ア
の
よ
う
に

ヒ
ジ

ュ
ラ
暦
を
日
常

の
生
活
暦
と
し
て
つ
か
う
国

々
と
ど

う
調
整

す
る
か
は
も
う

ひ
と

つ
の
重
要
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う

｡

実
際

､
太
陰
太
陽
暦

回
旧
暦

の
見
直

し
は
す

で
に
は
じ
ま

っ
て

い
る
｡
日
本

に
お
け
る
旧
暦

カ
レ
ン
ダ
ー

の
復

活
と
､

そ
れ
に

つ
づ
く
静
か
な
ブ
ー
ム
は
そ

の
ひ
と

つ
で
あ
る
｡
そ
れ
は

ス
ロ
ー

ラ
イ

フ
と
か
月

の
癒
し
な
ど
に

*18タ イやラオスなどの太陰暦で8月の満月の翌日から71月

の満月までの期間(西 暦では7月 中旬頃から10月 中旬頃)

をさす｡雨 季にあたるため僧侶は外での活動をひかえ､寺

院で集団の修行生活をおくる｡

*19チ ベットで使われるインド系の太陰太陽暦｡現 行の時輪

暦の紀元は西暦1027年 である｡
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結
び

つ
い
て
い
る
が
､
近
代
合
理
主
義
に
代
わ
る
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
な

ラ
イ

フ
ス
タ
イ

ル
が
追
求
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
共
通
す
る
｡

一
例
を
あ
げ

る
と
す
れ

ば
､

N
G
O
法
人

の
大
阪
南
太
平
洋
協
会
が
毎
年
発
行
す
る
旧

暦
カ
レ
ン
ダ
ー
が
あ
る

(写
真
1
)
｡

一
九
八
七
年
に
旧
暦
主
体

で
作
成
さ

れ
､
実
用

新
案
登
録
も
済
ま
せ
て
い
る
｡
そ
こ
に
は
旧
暦
に
よ
る
四
季

の

見
通
し
も

つ
い
て
い
て
､
新
暦

(グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
)
よ
り
も
季
節

の
プ

レ

 
ふ

 が
少
な

い
と
主
張
さ
れ

て
い
る
｡
そ
れ
に
つ
づ
く
か
の
よ
う

に
､

い
ま

で

は
数
十
種

類
の
陰
暦

カ
レ
ン
ダ
ー
が
市
場
に
で
ま
わ

っ
て
い
る
｡
太
陰
太

陽
暦

の
命

運
は
尽
き
て
い
な

い
ど
こ
ろ
か
､
こ
れ
か
ら
さ
ら
な
る
巻
き
返

し
が
あ

る
か
も
し
れ
な

い
の
だ
｡

三

市
場
競
争
の
｢暦
｣
史
-

宗
教
上
の
葛
藤
と
相
克

寡

占
の
グ
レ
ゴ

リ
オ
暦

の
現
在
と
未
来

現
代

の

カ
レ
ン
ダ
ー
の
な
か
で
､
独
占
的
な
地
位
を
占
め

て
い
る
の
は
太
陽
暦

の
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦

で
あ
る
｡
過

 
ね

激
派
と
称

さ
れ
る
イ

ス
ラ
ー
ム
復
興
主
義
者
た
ち
が
使
用
す
る
カ
レ
ン
ダ
ー
が
純
粋
な
ヒ
ジ

ュ
ラ
暦
か
ど
う
か
は

知
ら
な

い
が
､
イ
ス
ラ
ー
ム
の
カ
レ
ン
ダ
ー
で
も

ヒ
ジ

ュ
ラ
暦
だ
け

の
も

の
は
例
外
に
属
す
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
か

な
ら
ず
と

言

っ
て
よ

い
ほ
ど
に
､

ヒ
ジ

ュ
ラ
暦
に
西
暦
が
併
記
さ
れ
て

い
る
か
ら

で
あ
る

(写
真
2
)
｡

実
際
､

グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
は
地
球
時
代

の
世
界
基
準

の
地
位
を
か
た
め

つ
つ
あ

る
｡
そ
れ
は
国
が
法
律

で
さ
だ
め

写真1大 阪南太平洋協会の旧暦力レンダー(旧 暦2008年)

*20小 林弦彦 『旧暦はくらしの羅針盤』日本放送出版協会､

2002年｡松 村賢治 『旧暦と暮らす一 スローライフの知恵

ごよみ』 ビジネス社､2002年｡
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る
デ

･
ジ

ュ
リ

･
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
と
同
時

に
､

事
実
上
の

デ

･
フ
ァ
ク
ト

･
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て

も
機
能
し

て
い
る
｡
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
が
通
用
し
な
い

国
や
地
域

は
ほ
と
ん
ど
存
在

し
な

い
と

い
っ
て
も
過

言
で
は
な

い
｡
さ
ら
に
､
世
界
の
大
多
数

の
カ
レ
ン

ダ
ー
に
は

た
ん
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦

の
年
月
日
を
記
載

す
る
だ
け

で
､

こ
と
さ
ら
西
暦
と
か
西
紀
な
ど
と
断

っ
て

い
る
も

の
は
す
く
な

い
｡
も
ち
ろ
ん
､
あ
と

で

見
る
よ
う

に
､
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
他

の
暦
法
に
よ
る

日
付
を
併

記
す

る
バ
イ
カ

レ
ン
ダ
ー
､

マ
ル
チ
カ
レ

ン
ダ
ー
は

め
ず
ら
し
く
な

い
の
だ
が
｡

他
方
､

一
見
､
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
が
独
占
し

て
い
る

よ
う

に
み
え

て
､
じ

つ
は
苦
渋

の
選
択
を
し

て
い
る

カ
レ
ン
ダ

ー
が
み

つ
か

っ
た
｡
ボ

ス
ニ
ア

･
ヘ
ル
ツ
ェ

ゴ
ビ
ナ

の
首
都
サ
ラ

エ
ボ
で
入
手
し
た
カ
レ
ン
ダ
ー

が
そ
れ

で
あ

る

(写
真
3
)
｡
そ
れ

に
は
日
に
ち
が
週

日
は
黒
､

日
曜
日
は
赤

で
印
刷
さ
れ
て

い
た
｡
し
か

し
､
祝
祭

日
の
日
付

が
ま

っ
た
く
な

い
の
で
あ
る
｡

そ

の
理
由

は
､
国
家
が
正
式

に
祝
日
を
決
め
ら
れ
な

写真3ボ スニア･ヘ ルツエゴビナのカ レンダー 写 真2サ ウジアラ ビアの 日め くり

(西暦2005年)(ヒ ジュラ暦1425年)

*21宗 教界やマスコミなどでファンダメンタリス トとよばれ

る人びとは､イ スラームの復興をめざすという意味でイス

ラーム復興主義者のほうがより適切である｡
















