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二
十
四
節
氣
と
黃
經 

高
田
友 

(
一
) 

 

天
體
の
地
球
よ
り
見
る
位
置
を
知
ら
む
が
爲
に
、
天
に
緯
度
經
度
を
想
定
し
、
こ
れ
を
赤
緯
赤
經
と
呼

ぶ
。
赤
緯
は
天
の
北
極
(
北
極
星
近
邊
)
を
＋90°

、
天
の
南
極
を－

90°

と
定
む
。
一
方
、
赤
經
は
、

春
分
の
時
點
に
於
け
る
太
陽
の
位
置
(
春
分
點
)
を
基
準
點
(
春
分
點
)
と
爲
す
。
星
座
を
以
て
示
せ

ば
、
現
在
春
分
點
は
「
魚
座
」
に
位
置
す
れ
ど
、
時
と
と
も
に
移
動
し
、25800

年
を
周
期
と
し
て
再
び

魚
座
に
戾
る
。 

 

赤
緯
・
赤
經
は
す
な
は
ち
、
地
球
の
中
心
に
光
源
を
置
き
て
、
緯
度
經
度
を
天
に
投
射
し
た
る
に
外
な

ら
ず
。
こ
れ
を
し
も
「
赤
道
座
標
」
と
ぞ
言
ふ
な
る
。 

 

赤
緯
は
地
球
の
緯
度
と
同
じ
く
度
と
分
を
以
て
表
示
す
れ
ど
、
赤
經
は
春
分
點
を
０
時
０
分
と
し
、
そ

れ
よ
り
東
回
り
(
太
陽
の
進
行
方
向
)
に
て
時
と
分
を
以
て
全24

時
間
と
し
て
計
測
す
。 

 

例
を
擧
ぐ
れ
ば
、
シ
リ
ウ
ス
は
赤
緯－

16

度43

分
(
天
の
南
半
球
／
天
の
赤
道
よ
り
南
)、
赤
經
６
時

45

分09

秒
の
位
置
に
在
り
。 

 
 

 

(
二
) 

 

一
方
、
地
球
よ
り
見
た
る
太
陽
の
軌
道
は
「
黃
道
」
と
名
付
け
ら
れ
た
り
。
天
の
赤
道
は
地
球
の
赤
道

の
「
延
⾧
」
と
い
ふ
べ
け
れ
ど
、
黃
道
は
赤
道
に
比
し
て23.5

度
傾
き
て
あ
り
。
い
ふ
に
及
ば
ず
地
軸
の

傾
き
に
一
致
す
。
地
軸
の
傾
き
は
、
獨
樂

こ

ま

が
首
を
振
る
が
如
く
に
徐
々
に
移
ろ
ひ
行
き
、
い
づ
れ
の
日
に

か
、
太
陽
に
向
ひ
て
直
立
す
る
の
時
も
來
ら
む
。
而
し
て
、25800

年
を
閲 け

み

し
て
舊
に
復
す
。
前
述
春
分

點
の
天
を
一
周
す
る
も
こ
の
理

こ
と
わ
り

な
り
。 

 

か
か
る
「
黃
道
」
を
基
準
と
し
て
、
天
に
、
赤
緯
赤
經
と
は
別
儀
に
緯
度
經
度
を
定
め
て
、
こ
れ
を
黃

緯
黃
經
と
呼
ぶ
。
す
な
は
ち
「
黃
道
座
標
」
と
は
是
な
り
。 

 

黃
緯
は
赤
緯
と
同
じ
く
北
半
球
は
０
度
よ
り
＋90

度
、
南
半
球
は
０
度
よ
り－

90

度
と
て
計
測
す
る

な
る
も
、
黃
經
は
赤
經
と
は
異
な
り
て
、
時
と
分
に
は
あ
ら
で
、
地
球
の
經
度
と
同
じ
度
と
分
を
用
ゐ
て

表
示
す
。
春
分
時
の
太
陽
の
黃
道
座
標
を
「
黃
緯
０
度
、
黃
經
０
度
」
と
し
て
基
準
と
爲
す
に
よ
り
、
こ

れ
を
「
春
分
點
」
と
稱
す
。
地
球
の
經
度
と
は
違 た

が

ひ
て
東
經
西
經
の
分
別
な
く
、
天
を
一
周
し
て
、
０
度

よ
り360

度
に
至
れ
ば
、
冬
至
點
の
黃
經
は270

度
な
り
。
太
陽
の
黃
緯
の
常
に0

度
な
る
に
留
意
し
た

ま
へ
。 
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赤
道
と
黄
道
と
混
同
し
た
ま
ふ
な
か
れ
。
春
分
時
の
太
陽
の
位
置
、
す
な
は
ち
春
分
點
と
は
、
赤
道
と

黄
道
の
交
叉
す
る
點
に
し
て
、
赤
緯
０
度
、
赤
經
０
時
０
分
な
り
と
申
し
た
れ
ど
、
之
に
加
へ
て
黄
緯
０

度
、
黄
經
０
度
な
る
に
注
意
せ
ら
れ
よ
か
し
。 

 
 

 

(
三
) 

 

偖
、
舊
曆
は
季
節
と
齟
齬
あ
り
、
同
じ
六
月
一
日
な
り
と
も
、
新
曆
に
換
算
す
れ
ば
早
き
に
は
六
月
半

ば
、
遲
き
に
至
つ
て
は
七
月
半
ば
に
該 あ

た

る
。
か
か
る
舊
曆
に
て
は
古
來
農
事
に
支
障
あ
り
。
こ
れ
を
是
正

せ
む
が
爲
に
二
十
四
節
氣
を
作
り
、
百
姓

ひ
Ỷ
く
せ
い

を
し
て
季
節
の
推
移
を
把
握
せ
し
め
む
と
は
し
た
り
け
り
。 

〈
春
〉 

1. 

立
春
(
り
ỵ
し
ỷ
ん
) 

2

月4

日
Ộ18
日
ご
ろ 

2. 

雨
水
(
う
す
い
) 

2

月19

日
Ộ3

月4

日
ご
ろ 

3. 

啓
蟄
(
け
い
ち
つ
) 

3

月5

日
Ộ19

日
ご
ろ 

4. 

春
分
(
し
ゆ
ん
ぶ
ん
) 

3

月20

日
Ộ4

月3

日
ご
ろ 

5. 

淸
明
(
せ
い
め
い
) 

4

月4

日
Ộ18

日
ご
ろ 

6. 

穀
雨
(
こ
く
う
) 

4

月19

日
Ộ5

月4

日
ご
ろ 

〈
夏
〉 

7. 

立
夏
(
り
つ
か
) 

5

月5

日
Ộ19

日
ご
ろ 

8. 

小
滿
(
し
や
う
ま
ん
) 

5

月20

日
Ộ6

月4

日
ご
ろ 

9. 

芒
種
(
ば
う
し
ゆ
) 

6

月5

日
Ộ20

日
ご
ろ 

10. 

夏
至
(
げ
し
) 

6

月21

日
Ộ7

月6

日
ご
ろ 

11. 

小
暑
(
し
や
う
し
よ
) 

7

月7

日
Ộ22

日
ご
ろ 

12. 

大
暑
(
た
い
し
よ
) 

7

月23

日
Ộ8

月7

日
ご
ろ 

〈
秋
〉 

13. 

立
秋
(
り
つ
し
う
) 

8

月8

日
Ộ22

日
ご
ろ 

14. 

處
暑
(
し
よ
し
よ
) 

8

月23

日
Ộ9

月7

日
ご
ろ 

15. 

白
露
(
は
く
ろ
) 

9

月8

日
Ộ22

日
ご
ろ 

16. 

秋
分
(
し
う
ぶ
ん
) 

9

月23

日
Ộ10

月7

日
ご
ろ 

17. 

寒
露
(
か
ん
ろ
) 

10

月8

日
Ộ23

日
ご
ろ 

18. 

霜
降
(
さ
う
か
う
) 

10

月24

日
Ộ11

月7

日
ご
ろ 

〈
冬
〉 

19. 

立
冬
(
り
つ
と
う
) 

11

月8

日
Ộ21

日
ご
ろ 

20. 

小
雪
(
し
や
う
せ
つ
) 

11

月22

日
Ộ12

月6

日
ご
ろ 

21. 

大
雪
(
た
い
せ
つ
) 

12

月7

日
Ộ21

日
ご
ろ 

22. 

冬
至
(
と
う
じ
) 

12

月22

日
Ộ1

月5

日
ご
ろ 
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23. 
小
寒
(
し
や
う
か
ん
) 

1

月6

日
Ộ19

日
ご
ろ 

24. 
大
寒
(
だ
い
か
ん
) 

1

月20

日
Ộ2

月3

日
ご
ろ 

  

世
に
「
二
十
四
節
氣
は
中
國
の
氣
候
に
合
は
せ
た
れ
ば
、
本
朝
の
風
土
に
は
相
應

ふ
さ
は

し
か
ら
ず
」
と
中
傷

す
る
者
尠

す
く
な

か
ら
ず
。
さ
は
、
無
智
を
露
呈
し
た
る
而
已

の

み

。(「
知
」know

ledge

、「
智
」intelligence

) 

久
し
く
唐
土
の
帝
都
た
り
し
⾧
安
・
洛
陽
は
、
ほ
ぼ
東
京
と
緯
度
を
同
じ
く
す
れ
ば
、
寒
暑
の
ほ
ど
は
大

差
な
し
。
大
暑
大
寒
の
頃
ほ
ひ
は
眞
に
我
儕 ら

が
體
感
に
異
な
ら
ず
。 

 

強 し

ひ
て
言
へ
ば
、
小
雪
大
雪
の
冬
至
の
前
に
來
た
る
は
怪 け

し
う
覺
ゆ
る
の
儀
な
れ
ど
、
畢
竟
難
ず
る
ほ

ど
の
瑕
疵

か

し

に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。 

  

立
春
と
は
冬
至
と
春
分
の
中
間
點
の
謂 い

ひ
な
り
。
新
曆
に
て
は
通
常
二
月
四
日
な
り
。
今
年
(
二
〇
二

四
)
ま
た
然
り
き
。 

 

今
、
敢
へ
て
借
問

し
や
も
ん

せ
む
。
二
月
四
日
の
何
時
何
分
に
春
分
と
な
り
し
や
、
と
。 

 

君
、
以
て
異 い

と
な
爲
し
た
ま
ひ
そ
。 

 

二
十
四
節
氣
は
、
古
人
の
思
惑
(「
し
わ
く
」
と
讀
む
べ
か
ら
ず
)
は
さ
て
お
き
、
日
輪
の
刻
一
刻
と

移
動
す
る
を
捉
へ
、
そ
の
轉
瞬
の
時
刻
一
點
に
立
春
・
雨
水
・
啓
蟄
抔 な

ど

の
名
を
與
へ
た
れ
ば
、
二
月
四
日

な
る
一
日
二
十
四
時
間
を
立
春
と
稱 と

な

ふ
る
は
天
文
學
よ
り
見
た
る
に
は
正
鵠
を
射
た
り
と
言
ふ
を
得
ず
。 

 

二
〇
二
四
年
の
立
春
は
二
月
四
日
午
前
十
一
時
四
十
三
分
な
り
き
。
こ
の
時
紅 こ

う

鏡
き
や
う(the sun)

は
黃
經

315

度
(
黃
緯
は
常
に
０
度
)、
換
言
す
れ
ば
春
分
點
よ
り45

度
を
隔
て
た
る
位
置
に
あ
り
。45

度
は

360

度
の
８
分
の
１
。
上
記
の
二
十
四
節
氣
の
表
に
附
し
た
る
序
列
に
て
、
立
春
は
１
、
春
分
は
４
な
れ

ば
、
宜 む

べ

な
る
か
な
、
そ
の
懸
隔
３
に
て
、24

の
８
分
の
１
に
符
合
せ
り
。 
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二
十
四
節
氣
の
う
ち
、
要

か
な
め

た
る
べ
き
八
を
「
八
節
」
と
呼
ぶ
。「
立
春
・
春
分
・
立
夏
・
夏
至
・
立

秋
・
秋
分
・
立
冬
・
冬
至
」
に
し
て
、
或
い
は
「
二 に

至 し

二
分

に
ぶ
ん

四 し

立 り
ふ

」
と
稱
ふ
る
も
あ
り
。 

 

斯
く
二
十
四
を
八
に
縮
め
て
槪
觀
す
れ
ば
、
立
春
よ
り
春
分
ま
で
一
年
の
８
分
の
１
な
る
こ
と
、
火
を

見
る
よ
り
も
瞭

あ
き
ら

か
な
り
。 

 
 

 

(
四
) 

 

太
陽
は
、
地
球
を
廻
り
て
正
圓
に
近
き
楕
圓
を
描
く
。 

 

あ
な
。「
地
球
の
太
陽
を
廻
る
に
あ
ら
ず
や
」
と
愚
昧
な
る
問
な
發
し
た
ま
ひ
そ
。 

 

そ
れ
が
し
邊
鄙
な
る
山
中
に
居
を
構
へ
た
れ
ば
、
日
ご
と
日
ご
と
に
眼
下
に
擴
が
る
俗
塵
の
世
を
俯
瞰

し
て
、
太
陽
の
西
に
沈
み
行
く
を
見
る
。
若 も

し
眞
實
地
球
の
太
陽
を
廻
り
て
あ
ら
ま
し
か
ば
、
大
地
怎 い

か

ん

が
震
動
せ
で
あ
る
べ
け
む
。
然
る
に
大
地
は
地
震

な
ゐ
ふ
る

(
庭
割
)
に
あ
ら
ず
は
搖
る
る
こ
と
な
し
。
地
は
不

動
。
太
陽
の
地
球
を
廻
る
は
疑
ひ
を
挾
む
の
餘
地
あ
り
と
も
思
ほ
え
ず
。 

 

基
督
敎
を
見
る
に
も
同
樣
の
理
あ
り
。「
三
位
一
體
」
と
い
ふ
は
、
神
と
子
(
基
督
)
と
精
靈
は
三
に

し
て
一
な
り
と
の
義
に
し
て
、(
三
位
は
中
國
語
に
て
「
三
人
」
を
い
ふ
)、
神
と
基
督
は
半
ば
同
一
人
物

な
り
と
は
知
る
べ
し
。
聖
母
瑪
麗
亞
(
馬
利
亞
)
を
「
神
の
母
」「
天
主
の
御
母
」
と
讚
へ
ま
つ
る
は
、

基
督
は
神
な
り
と
の
謂
ひ
な
り
。
正
敎
會
に
て
は
「
生

し
や
う

神
女

し
ん
じ
よ

(
神
を
生
み
た
る
女
)」
と
て
尊
崇
す
。 

 

基
督
ま
た
神
に
し
て
且
つ
は
人
な
り
。 

 

君
、
此
を
以
て
彼
を
知
る
べ
し
。
す
な
は
ち
、
太
陽
は
地
球
を
廻
り
、
か
つ
地
球
は
太
陽
を
廻
れ
る
な

り
。
ま
さ
し
く
、
量
子
力
學
に
於
て
、
一
つ
の
光
子

く
わ
う
し

、
二
つ
の
ス
リ
ỿ
ト
を
同
時
に
通
過
す
る
を
得 う

と
同

斷
の
「
理
に
合 か

な

ひ
た
る
不
可
思
議
」
な
り
。 

 

然

則

し
か
ら
ば
す
な
は
ち

、「
太
陽
こ
の
と
き
春
分
點
に
位
置
す
」
と
の
定
義
は
過
ち
な
り
と
異 い

を
立
つ
る
人
、
幼
兒

の
如
き
學
を
衒 て

ら

ふ
と
の
謗 そ

し

り
を
免
れ
ず
。 

 
 

 

(
五
) 

 

震 し
ん

旦 た
ん

昔
人

せ
き
じ
ん

は
時
刻
を
仔
細
に
究
明
す
る
を
得
ざ
り
し
か
ば
、
大
要
を
取
り
て
、
冬
至
と
春
分
の
中
間
點

な
る
日
を
立
春
と
ぞ
定
め
た
る
。
而
し
て
、
立
春
に
最
も
近
き
朔
(
新
月
／
月
な
き
夜
)
を
元
日
(
舊
正

月
)
と
定
義
し
た
り
き
。 
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こ
の
定
義
よ
り
察
せ
ら
る
る
の
儀
な
れ
ど
、
舊
正
月(1-22

Ộ2-19)

と
春
分(2-3

Ộ2-5)

の
い
づ
れ
先 せ

ん

に
來
た
る
は
硬
貨

コ
イ
ン

を
投
げ
て
表
裏
い
づ
れ
か
出
づ
る
に
同
じ
く
、fifty-fifty

の
確
率
な
り
。 

 

古
歌
「
年
の
う
ち
に
春
は
來
に
け
り
一
年

ひ
と
と
せ

を
去
年

こ

ぞ

と
や
言
は
む
今
年
と
や
言
は
む
(
在
原
元
方

も
と
か
た

〈
業
平

の
孫
〉)」
に
據
り
て
、「
通
常
は
立
春
は
舊
正
月
の
後
(
新
年
立
春
)
な
れ
ど
こ
の
年
は
た
ま
さ
か
先
に

來
た
り
(
年
內
立
春
)
け
む
」
と
思
ふ
人
多
か
れ
ど
、
さ
は
過
て
る
な
り
。 

 

「
別
段
珍
し
き
に
も
あ
ら
ね
ど
も
今
年
の
立
春
は
年
內
に
來
れ
り
」
の
意
に
過
ぎ
ず
。 

 
 

 

(
六
) 

 

洵
ま
こ
と

に
洵
に
古
へ
の
人
の
智
慧
侮
る
べ
か
ら
ず
。 

 

且
つ
は
、
舊
曆
の
優
れ
た
る
こ
と
、
新
曆
を
凌
駕
し
て
懸
隔
迢 は

る

か
な
る
も
の
あ
り
。 

 

現
代
は
コ
ン
ピ
ἁ
ổ
タ
を
用
ゐ
て
、
舊
曆
新
曆
の
變
換
極
め
て
手
易
き
世
と
は
な
り
に
け
り
。 

 

新
曆
採
用
は
明
治
六
年
(
一
八
七
三
)。
奇
し
く
も
昨
年
(
二
〇
二
三
)
に
し
て
爾
來
百
五
十
年
を
閲 け

み

せ
り
。
そ
の
不
便
不
合
理
、
何
人
か
託 か

こ

た
で
あ
る
べ
け
む
。 

 

今
、
我
が
同
胞
に
提
言
す
る
に
、「
新
曆
を
廢
し
、
舊
曆
を
し
て
復
活
せ
し
め
よ
」
と
の
私
案
を
以
て

す
。《
令
和
六
年
甲
辰

き
の
え
た
つ

舊
曆
正
月
元
日
〈
新
曆
二
月
十
日
〉
記
す
》 

(
令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
受
附
) 

     


