
中
国
に
お
け
る
日
月
食
予
測
法
の
成
立
過
程

大
　
橋

由
　
紀
　
夫

（67）　中国における日月食予測法の成立過程

は
じ
め
に

　
私
は
皆
既
目
食
を
見
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
と
て
も
言
葉

で
は
表
現
で
き
な
い
よ
う
な
楽
し
い
体
験
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
が
楽
し
か
っ
た
の
は
事
前
に
日
食
が
起
る
こ
と
を
知
っ
た
上

で
見
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
も
し
何
の
予
告
も
な
く
突
然
そ
れ
を
見

せ
ら
れ
た
ら
、
と
ん
で
も
な
い
怪
物
が
現
わ
れ
た
よ
う
に
見
え
た

で
あ
ろ
う
と
も
実
感
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
古
代
中
国
で
は
、

天
命
の
思
想
に
よ
っ
て
異
常
な
天
文
現
象
は
地
上
の
失
政
に
対
す

る
天
の
警
告
で
あ
る
と
見
る
考
え
方
が
あ
っ
た
か
ら
、
天
文
現
象

の
予
測
が
で
き
る
－
か
ど
う
か
は
政
治
と
も
か
か
わ
る
重
大
な
問
題

で
あ
っ
た
。
ま
ず
最
初
に
昼
夜
の
交
替
、
月
の
満
ち
欠
け
、
そ
し

て
季
節
の
循
環
。
こ
れ
ら
は
暦
法
が
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
予

測
可
能
に
な
る
。
そ
レ
て
そ
れ
ら
の
予
測
は
目
常
生
活
の
み
な
ら

ず
農
作
業
そ
の
他
の
生
産
活
動
に
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
り
、
正
確

な
暦
法
の
制
定
は
重
要
な
国
家
事
業
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
次
に
試
み
ら
れ
た
の
は
惑
星
の
運
行
と
食
の
予
測
。
中
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
ゆ
・
つ
き
ん

の
正
式
な
暦
法
で
は
、
前
漢
末
に
成
立
し
た
劉
散
の
「
三
統
暦
」

で
五
惑
星
の
運
行
と
月
食
予
測
法
が
最
初
に
扱
わ
れ
た
。

　
本
稿
で
は
、
中
国
に
お
け
る
食
予
測
の
初
期
の
発
展
史
を
た
ど

り
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
科
学
理
論
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
、

中
国
社
会
の
特
質
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

二
　
半
食
年
周
期
を
使
っ
た
月
食
予
報

　
中
国
で
最
初
に
食
の
発
生
の
規
則
性
に
言
及
し
た
も
の
は
、

記
の
『
史
記
・
天
官
書
』
の
記
述
で
あ
る
。

下
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一橋論叢　第122巻　第2号　平成11年（1999年）8月号　（68）

　
〔
原
文
一
〕
月
食
始
目
、
五
月
者
六
、
六
月
者
五
、
五
月
復
六
、

　
六
月
者
一
、
而
五
月
者
五
、
凡
百
一
十
三
月
而
復
始
。
故
月
蝕
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
常
也
。
ポ
蝕
、
為
不
滅
也
。

　
　
（
月
食
が
起
る
日
〔
の
間
隔
〕
は
、
五
か
月
が
六
回
、
六
か

　
月
が
五
回
、
五
か
月
が
ま
た
六
回
、
六
か
月
が
一
回
、
そ
し
て

　
五
か
月
が
五
回
で
あ
っ
て
、
全
部
で
百
十
三
か
月
で
元
に
も
ど

　
る
（
ま
た
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
く
り
返
す
）
。
し
た
が
っ
て
月
食

　
に
は
規
則
性
が
あ
る
。
日
食
は
良
く
な
い
の
で
あ
る
（
規
則
性

　
が
な
く
不
吉
で
あ
る
）
。
）

　
さ
て
、
こ
の
記
述
に
は
矛
盾
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
一
二
二
か
月

で
元
に
も
ど
る
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
前
に
列
挙
さ
れ
た
数

値
を
合
計
す
る
と
二
二
か
月
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
文
字
の
誤
伝
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
に
示
さ

れ
て
い
る
月
食
の
規
則
性
は
、
以
下
に
説
明
す
る
「
三
統
暦
」
の

月
食
予
測
法
の
先
駆
で
あ
っ
て
、
月
食
が
「
半
食
年
」
（
約
五
・

八
七
朔
望
月
）
ご
と
に
起
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
一
二
二
か
月
も
一
二
一
か
月
も
そ
の
半
食
年
の
倍
数
か
ら
か

な
り
ず
れ
て
お
り
、
月
食
予
測
の
実
用
に
は
あ
ま
り
適
さ
な
い
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
司
馬
遷
の
時
代
に
は
月
食
に

規
則
性
が
あ
る
こ
と
は
気
づ
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
規
則
性
は
ま

だ
正
確
に
は
把
握
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
も
テ
キ
ス
ト
が
正
し
く

伝
承
さ
れ
な
－
か
っ
た
原
因
の
一
つ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、

紀
元
前
一
〇
四
年
に
は
「
太
初
暦
」
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
制
定
の

過
程
で
司
馬
遷
も
関
与
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
制
定
時

に
は
年
月
日
を
定
め
る
常
用
暦
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
食
の
予
報
ま
で
は
で
き
な
か
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。　

さ
て
、
前
漢
末
に
は
劉
散
が
「
太
初
暦
」
を
増
補
し
て
「
三
統

暦
」
を
編
纂
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
『
漢
書
・
律
暦
志
』
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。
「
三
統
暦
」
の
増
補
部
分
は
惑
目
生
運
行
論
、
月

食
予
測
法
、
そ
し
て
理
論
的
（
ま
た
は
思
弁
的
）
な
諸
部
分
で
あ

る
が
、
月
食
予
測
法
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
〔
原
文
二
〕
推
月
食
、
置
会
余
歳
積
月
、
以
二
十
三
乗
之
、
盈

　
亘
二
十
五
、
除
之
。
不
盈
者
、
加
二
十
三
得
一
月
、
盈
百
三
十

　
五
、
数
所
得
、
起
其
正
、
算
外
、
則
食
月
也
。
加
時
、
在
望
日

　
＾
2
〕

　
衝
辰
。

　
　
（
月
食
を
予
測
す
る
に
は
、
「
会
余
歳
」
（
計
算
の
起
点
か
ら

　
数
え
た
年
数
か
ら
、
「
会
」
と
い
う
周
期
の
年
数
（
五
二
二
年
）

　
の
倍
数
を
引
け
る
だ
け
引
い
た
残
り
の
年
数
）
の
総
月
数
を
置

　
き
、
二
十
三
を
こ
れ
に
乗
じ
、
百
三
十
五
を
越
え
て
い
れ
ぱ
こ
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（69）　中国における日月食予測法の成立過程

　　　　　　　　　　　　第一図　日月食の周期性
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れ
を
除
去
し
て
い
く
。
残
り
に
二
十
三
を

　
加
え
る
ご
と
に
一
か
月
が
得
ら
れ
、
〔
こ

　
れ
を
く
り
返
し
て
〕
百
三
十
五
を
越
え
た

　
と
き
、
得
ら
れ
た
数
を
天
正
（
前
年
十
一

　
月
）
か
ら
数
え
は
じ
め
、
数
え
終
っ
た
次

　
が
食
月
で
あ
る
。
そ
の
時
刻
は
、
望
の
日

　
の
衝
の
時
で
あ
る
。
）

　
こ
の
方
法
は
、
要
す
る
に
、
二
二
五
・
か
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
冨
藺

に
二
三
回
の
月
食
が
起
る
、
つ
ま
り
　
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟

　
　
昌

川
蜆
－
か
月
に
一
回
の
割
合
で
望
（
満
月
）

　
　
墨

の
時
に
月
食
が
起
る
も
の
と
し
て
予
測
す
る

も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
言
う
一

か
月
は
、
当
時
の
暦
は
太
陰
太
陽
暦
で
あ
る

か
ら
、
朔
望
月
（
月
の
満
ち
欠
け
の
周
期
）

で
あ
り
、
約
二
九
・
五
三
目
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
月
食
は
本
当
に
こ
の
．
よ
う
な

周
期
で
起
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
実
際
に

一
九
八
四
年
か
ら
一
九
九
九
年
ま
で
に
起
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
目
月
食
を
第
一
図
に
示
す
。
こ
こ
で
は
、

地
球
上
の
ど
こ
か
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
日

食
を
下
向
き
の
線
、
月
食
を
上
向
き
の
線
で
示
し
、
そ
れ
ら
の
う

ち
で
日
本
の
ど
こ
か
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
は
先
端
に
三
角

形
を
つ
け
て
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
「
見
る
こ
と
が
で
き
た

も
の
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
時
の
天
候
に
か
か
わ
ら
ず
理
論
的
に

見
え
た
は
ず
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
半

　
　
　
　
　
8

食
年
（
約
α
1
朔
望
月
）
ご
と
に
黒
丸
を
つ
け
た
も
の
を
併
記

　
　
　
　
　
轟

し
て
あ
る
。

　
こ
の
第
一
図
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
日
食
は
本
当
に
周

期
的
に
起
ウ
て
い
る
が
、
日
食
は
見
え
る
地
域
が
限
定
さ
れ
て
い

る
の
で
、
一
か
所
に
定
住
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
周
期
的
に
起

っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
月
食
の
場
合
に
は
、

半
食
年
周
期
で
必
ら
ず
起
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
起
る
と
す
れ
ば

そ
の
周
期
に
乗
っ
て
お
り
、
そ
し
て
月
食
は
そ
の
時
に
月
が
見
え

て
い
る
す
べ
て
の
地
域
で
見
え
る
の
で
、
一
か
所
に
定
住
し
て
い

る
人
に
と
っ
て
も
三
回
か
四
回
連
続
し
て
月
食
が
周
期
的
に
見
え

る
こ
と
が
時
々
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
前
漢
の
天
文
学
者
も
こ
の
よ

う
な
月
食
の
周
期
性
を
長
年
の
観
測
に
よ
っ
て
経
験
的
に
見
つ
け

だ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
な
ぜ
食
が
こ
の
よ
う
に
周
期
的
に
起
る
の
だ
ろ
う
か
。

今
後
の
話
の
見
通
し
を
良
く
す
る
た
め
に
、
そ
の
理
由
を
現
代
天
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一橋論叢 第122巻第2号 平成11年（1999年）8月号　（70〕

第二図 地球の軌適と月の軌道の関係

／三為錨鷲ξ）

他幸つ

C
　r月峨乱蔭

執道

D　蜆

（：・で吠岨球つ

影岬吻直つ
」・側を赴，てい；〕

A
＼月、軌も

＼
　地球の影
　（二＝では地功o影吠
　月O軌辻を積切ラて旧；〕

文
学
の
立
場
か
ら
説
明
し
て
お
こ
う
。
日
食
は
月
の
影
が
地
球
の

上
に
落
ち
る
時
に
起
り
、
月
食
は
月
が
地
球
の
．
影
に
入
る
時
に
起

る
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
れ
ら
が
朔
（
新
月
）
や
望
（
満
月
）
の

た
ぴ
、
こ
と
に
起
ら
な
い
の
か
と
い
う
と
、
月
の
軌
道
が
黄
道
面

（
地
球
の
軌
道
面
）
に
対
し
て
約
五
度
か
た
む
い
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
た
め
、
多
く
の
場
合
に
月
や
地
球
の
影
が
そ
れ
ぞ
れ

地
球
や
月
の
北
側
か
南
側
を
通
り
過
ぎ
て
い
き
、
朔
や
望
の
時
で

も
食
は
起
ら
な
い
。
し
か
し
、
第
二
図
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

地
球
が
太
陽
の
ま
わ
り
を
め
ぐ
る
間
に
二
回
だ
け
月
の
軌
遺
が
地

球
と
太
陽
を
結
ぶ
線
と
交
わ
る
時
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
第
二
図

の
A
と
C
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
朔
や
望
に
な
れ
ぱ
食

が
起
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
A
や
C
を
中
心
と
し
て
そ
の
範
囲
内

で
朔
や
望
に
な
れ
ぱ
食
が
起
る
と
い
う
食
限
界
が
あ
る
が
、
日
食

限
界
よ
り
も
月
食
限
界
の
方
が
す
こ
し
小
さ
く
、
月
食
限
界
の
中

で
望
に
な
ら
な
い
ま
ま
そ
の
期
問
が
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
第
一
図
で
見
た
よ
う
に
日
食
は
周
期
的
に
起
る
が
月
食

は
周
期
が
来
て
も
起
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
原
因
で

あ
る
。

　
さ
て
、
第
二
図
で
地
球
が
A
か
ら
A
ま
で
（
ま
た
は
C
か
ら
C

ま
で
）
ひ
と
め
ぐ
り
す
る
周
期
は
、
現
代
天
文
学
で
は
「
食
年
」
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（71）　中国における日月食予測法の成立過程

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
約
三
四
六
・
六
二
〇
一
日
で
あ
る
。
こ
れ
が

一
年
の
日
数
と
一
致
し
な
い
の
は
、
月
の
軌
道
の
方
向
が
少
し
づ

つ
変
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
食
年
の
半
分
で
あ
る
半
食

年
は
、
約
一
七
三
・
三
一
〇
日
で
あ
り
、
約
五
・
八
六
八
八
朔
望

　
　
　
　
ミ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曽

月
で
あ
る
カ
　
〔
原
文
二
〕
で
使
わ
れ
た
蜆
ー
か
月
と
い
う
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟

こ
の
半
食
年
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
な
お
、
第
二
図
の
A
と
C
は
、
地
球
か
ら
見
れ
ば
、
月
の
軌
道

と
黄
道
と
の
交
点
を
太
陽
が
通
過
す
る
（
よ
う
に
見
え
る
）
時
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
交
点
の
う
ち
で
月
の
軌
遺
が
黄
道
を

南
か
ら
北
へ
横
切
る
点
を
昇
交
点
、
北
か
ら
南
へ
横
切
る
点
を
降

交
点
と
言
い
、
A
は
太
陽
の
降
交
点
通
過
、
C
は
太
陽
の
昇
交
点

通
過
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
、
〔
原
文
二
〕
に
示
さ
れ
て
い
る
「
三
統
暦
」
の
月
食

予
測
法
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
、

予
測
さ
れ
た
時
に
必
ら
ず
月
食
が
起
る
と
は
隈
ら
な
い
が
、
予
測

さ
れ
な
か
っ
た
時
に
月
食
が
起
る
心
配
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
（
数

値
が
十
分
に
精
密
で
あ
れ
ぱ
そ
の
心
配
は
全
く
な
い
。
）
当
時
は

異
常
な
天
文
現
象
は
不
吉
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
予
想
外
の

月
食
が
起
っ
た
ら
大
さ
わ
ぎ
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
予
想
さ
れ

た
月
食
が
起
ら
な
・
か
っ
た
ら
ひ
と
ま
ず
安
心
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
方
法
は
当
時
と
し
て
は
け
っ

こ
う
実
用
に
な
う
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
月
食
予
測
法
は
、
当
時
は
一
種
の
経
験
法
則
と
し

て
見
つ
け
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
経
験
法
則
は
本
当
に

成
り
立
つ
の
か
ど
う
か
、
な
か
な
か
確
信
は
得
ら
れ
な
い
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
法
則
は
一
種
の
仮
説
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
本
当
に
正
し
い
か
ど
う
か
、
そ
の
後
検
討
を
加
え
ら
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
般
に
仮
説
と
い
う
も
の
は
経
験
的

に
完
全
に
確
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
つ
で
も
反
例
が
見

つ
か
れ
ぱ
反
証
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
現
実
は
必
ず

し
も
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
三
統
暦
の
月
食
予
測
法
に
つ
い
て
言

え
ぱ
、
月
食
が
予
報
さ
れ
て
も
実
際
に
起
ら
な
け
れ
ば
反
例
に
な

り
そ
う
だ
が
、
本
当
に
月
食
が
起
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も

天
候
の
具
合
や
観
測
者
の
未
熟
さ
に
よ
っ
て
月
食
が
見
落
さ
れ
た

の
か
を
判
定
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
月
食
が
起
ら

な
け
れ
ば
ひ
と
ま
ず
ほ
っ
と
す
る
、
と
い
う
当
時
の
中
国
社
会
の

状
況
に
よ
っ
て
反
例
が
う
や
む
や
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
月
食
予
測
法
が
正
し
い
・
か
ど
う
か
が
確
定
す
る

の
は
、
実
は
食
現
象
に
対
す
る
認
識
が
よ
り
深
い
段
階
に
飛
躍
し

た
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
段
階
で
、
半
食
年
周
期
を
用
い
た
月
食
予
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報
は
、
確
証
で
も
反
証
で
も
な
く
、
ど
の
程
度
ま
で
正
し
い
の
か

と
い
う
限
界
が
確
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
仮
説
そ
の
も
の
も

そ
の
飛
躍
の
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
飛
躍
は
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
後
漢
末
に
完
成
し
た

「
乾
象
暦
」
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
な
お
、
「
三
統
暦
」
の
月
食
予
測
法
は
数
値
が
や
や
不
正
確
で

あ
る
た
め
、
長
年
使
う
と
だ
ん
だ
ん
ず
れ
て
き
て
、
計
算
の
起
点

の
変
更
に
よ
っ
て
そ
れ
を
修
正
す
る
必
要
性
が
生
ず
る
。
実
際
、

西
暦
八
五
年
に
「
後
漢
四
分
暦
」
が
採
用
さ
れ
た
時
に
は
、
月
食

予
測
法
は
「
三
統
暦
」
と
原
理
的
に
は
同
じ
だ
が
計
算
の
起
点
を

変
更
し
て
用
い
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
「
後
漢
四
分
暦
」
で
は
そ
の

後
ず
れ
の
修
正
が
二
回
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
以
前
や
や
詳
し
く
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ

　
　
　
　
（
4
）

で
は
省
略
す
る
。

　
こ
こ
で
；
冒
つ
け
加
え
て
お
く
と
、
藪
内
清
は
、
「
三
統
暦
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

で
日
食
と
月
食
の
予
報
を
行
な
っ
た
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は

誤
り
で
あ
る
。
〔
原
文
二
〕
に
は
「
推
月
食
」
と
し
か
書
か
れ
て

い
な
い
し
、
実
際
に
第
一
図
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
一
か
所
に
定

住
し
て
い
る
人
が
日
食
の
周
期
性
を
見
出
す
の
は
ほ
と
〃
ど
不
可

能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
〔
原
文
一
〕
か
ら
も
前
漢
時
代
に
は
日
食

に
は
規
則
性
が
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
三
統
暦
」
で
は
月
食
の
予
報
は
行
な
わ
れ

　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

た
が
目
食
の
予
報
は
行
な
わ
れ
な
か
ウ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
三
　
月
食
の
原
因
に
つ
い
て
の
宇
宙
論
的
考
察

　
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
数
理
的
な
月
食
予
測
法
と
並
行
し
て
、

前
漢
末
か
ら
後
漢
に
か
け
て
月
食
の
原
因
に
つ
い
て
の
宇
宙
論
的

な
考
察
も
行
な
わ
れ
た
。

　
　
　
く
　
ど
ん
し
つ
た

　
唐
の
嬰
曇
悉
達
の
『
唐
開
元
占
経
』
に
引
用
さ
れ
た
前
漢
の

り
帥
う
善
よ
一
コ

劉
向
（
劉
散
の
父
）
の
『
五
経
通
義
』
に
は
次
の
よ
う
に
書
か

れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
〔
原
文
三
〕
目
蝕
者
、
月
往
蔽
之
。

　
　
（
日
食
と
は
、
月
が
移
動
し
て
こ
れ
（
太
陽
）
を
お
お
う
も

　
の
で
あ
る
。
）

　
こ
れ
は
、
現
在
か
ら
見
て
も
正
し
い
説
で
あ
る
が
、
前
漢
時
代

の
天
文
学
の
レ
ベ
ル
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
太
陽
と
月
の
位
置

を
正
確
に
把
握
し
た
上
で
発
見
さ
れ
た
の
で
は
な
ぐ
、
日
食
は
必

ず
朔
の
時
に
起
る
と
い
う
こ
と
か
ら
直
観
的
に
洞
察
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
な
お
、
後
漢
の
王
充
も
『
論
衡
・
説
日
篇
』
の
中
で
、
日
食
は
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月
が
こ
れ
を
お
お
う
の
だ
、
と
い
う
説
に
言
及
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
王
充
自
身
は
こ
の
説
を
否
定
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
月
食
に
つ
い
て
は
、
『
唐
開
元
占
経
』
に
引
用
さ
れ
た

　
　
　
ち
よ
う
こ
・
つ

後
漢
の
張
衡
の
『
霊
憲
』
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
〔
原
文
四
〕
月
光
生
於
日
之
所
照
、
塊
生
於
日
之
所
蔽
、
－
…

　
当
日
之
衝
、
光
常
不
含
者
、
蔽
於
地
也
。
是
謂
闇
虚
。
在
星
星

　
　
　
　
　
（
8
〕

　
徴
、
月
遇
則
食
。

　
　
（
月
の
光
は
太
陽
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
、
月

　
の
暗
い
部
分
は
太
陽
〔
の
光
〕
が
さ
え
ぎ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

　
て
生
ず
る
。
…
…
太
陽
の
正
反
対
側
で
は
、
光
が
い
つ
も
あ
た

　
ら
な
い
の
は
、
大
地
に
さ
え
ぎ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を

　
闇
虚
（
く
ら
や
み
）
と
い
う
。
星
の
場
合
は
星
〔
の
光
〕
が
か

　
す
か
に
な
り
、
月
が
こ
れ
に
遭
遇
す
る
と
食
に
な
る
。
）

　
こ
れ
は
、
星
の
場
合
は
誤
っ
て
い
る
が
、
月
に
関
し
て
は
正
し

い
。
現
実
に
は
太
陽
の
反
対
側
で
星
の
光
が
か
す
か
に
な
る
こ
と

は
な
い
の
で
、
こ
の
説
は
精
密
な
観
測
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
月
食
は
必
ず
望
の
時
に
起
る
こ
と
な
ど
か
ら
直
観
的

に
洞
察
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
直
観
的
な
洞
察
に
よ
る
仮
説
は
、
正
し
い
場
合
も
誤
っ
て
い
る

場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
正
し
い
場
合
（
ま
た
は
何
ら
か
の
真
理

が
合
ま
れ
て
い
る
場
合
）
は
理
論
の
発
展
に
大
き
な
寄
与
を
す
る

も
の
で
あ
る
。
中
国
の
食
予
報
の
場
合
は
、
ち
ょ
う
ど
後
漢
時
代

に
大
き
く
進
歩
し
た
月
の
運
行
の
理
論
と
あ
い
ま
っ
て
、
日
月
食

の
原
因
に
つ
い
て
の
正
し
い
洞
察
が
本
格
的
な
食
予
報
へ
の
道
を

開
く
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
月
の
運
行
の
理
論
の
進
歩

　
後
漢
時
代
に
は
月
の
運
行
に
関
す
る
理
論
が
大
き
く
発
展
し
た

が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
以
前
に
や
や
詳
し
く
論
じ
た
こ
と
が

　
　
（
9
）

あ
る
の
で
、
こ
こ
に
は
要
点
を
記
す
だ
け
に
す
る
。

　
中
国
で
は
、
前
漢
時
代
に
は
赤
道
を
基
準
と
し
て
天
体
の
経
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
じ
咄
し
よ
う

を
測
っ
て
い
た
。
前
漢
の
耽
寿
昌
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
観
測
さ

れ
た
太
陽
と
月
の
速
さ
は
一
定
で
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
が
、
そ

の
原
因
は
前
漢
時
代
に
は
解
明
さ
れ
な
か
っ
た
。
実
は
そ
の
原
因

は
太
陽
の
経
路
で
あ
る
黄
遺
が
赤
遺
に
対
し
て
約
二
三
度
半
か
た

む
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
黄
道
の
概
念
が
確
立
す
る
の

は
後
漢
の
初
め
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
最
初
に
黄
道
を
基
準
と

し
て
太
陽
と
月
の
運
行
を
観
渕
し
た
の
は
後
漢
の
初
め
の
民
間
人

　
ふ
　
あ
ん

の
偉
安
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
李
梵
と
蘇
統
は
黄
道
を

基
準
と
し
て
測
定
し
て
も
な
お
か
つ
月
の
運
行
に
遅
速
が
見
出
さ
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れ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
こ
れ
は
月
の
運
行
の
真
の
遅
速
で
あ
っ

て
、
現
代
天
文
学
で
「
中
心
差
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
相
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
吉

す
る
。
こ
の
よ
う
な
月
の
運
行
の
遅
遠
に
つ
い
て
、
貿
達
は
西
暦

九
二
年
に
『
買
達
論
暦
』
の
中
で
理
論
的
に
整
理
し
た
。
こ
れ
は

『
後
漢
書
・
律
暦
志
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
明
解
な
す
ぐ
れ

た
著
述
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
黄
道
の
概
念
が
確
立
し
、
黄
道
を
基
準
と
し
て

月
の
運
行
が
精
密
に
測
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
う
た
こ
と
が
、
食
予

報
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。
後
漢
末
に
完
成
し
た
劉
洪

の
乾
象
暦
で
は
、
月
の
運
行
の
遅
速
を
考
慮
に
入
れ
て
お
り
、
さ

ら
に
黄
道
に
対
す
る
月
の
軌
道
の
傾
き
に
つ
い
て
も
扱
っ
て
い
る
。

こ
の
月
の
軌
道
の
傾
き
の
明
確
な
認
識
が
、
本
格
的
な
食
予
報
を

可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
乾
象
暦
と
そ
れ
に
続
く
景
初
暦
の
食
予
報
に
つ
い
て
検

討
す
る
が
、
そ
の
前
に
古
代
中
国
の
「
度
」
に
つ
い
て
；
曽
説
明

し
て
お
き
た
い
。
現
在
で
は
角
度
と
時
間
は
全
く
別
の
概
念
で
あ

る
が
、
古
代
中
国
で
は
両
者
は
密
接
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

太
陽
が
一
日
に
動
く
角
度
が
一
「
度
」
と
さ
れ
て
い
た
。
角
度
と

言
う
て
も
、
平
面
上
の
二
本
の
線
分
が
は
さ
む
角
度
が
扱
わ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
天
体
の
運
動
に
関
連
し
て
用
い
ら
れ
て
い

た
だ
け
な
の
で
、
現
代
的
に
言
え
ぱ
角
度
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ

天
球
上
の
弧
長
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
。
さ
て
、
古
代
中
国
の

「
度
」
で
全
周
を
ひ
と
め
ぐ
り
測
る
と
、
一
年
の
同
数
と
等
し
く

な
る
。
（
厳
密
に
言
え
ぱ
回
帰
年
で
は
な
く
恒
星
年
の
日
数
と
等

し
く
な
る
の
だ
が
、
本
稿
で
扱
う
時
代
に
は
中
国
で
は
歳
差
は
発

見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
違
い
は
考
慮
に
入
れ
な
く
て

よ
い
。
）
し
た
が
う
て
、
古
代
中
国
で
は
全
周
は
三
六
〇
度
で
は

な
く
約
三
六
五
二
一
五
度
に
な
り
、
古
代
中
国
の
一
「
度
」
は
現

在
の
一
度
よ
り
や
や
小
さ
い
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
古
代
中
国

の
「
度
」
を
便
宜
上
「
中
国
度
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
な
お
、

以
上
に
述
べ
た
こ
と
が
中
国
度
の
最
も
普
通
の
定
義
で
あ
る
が
、

以
下
の
議
論
の
中
で
は
「
度
」
と
い
う
言
葉
が
別
の
意
味
で
使
わ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。

五
　
乾
象
暦
の
食
予
報

　
（
五
・
一
）
は
じ
め
に

　
『
晋
書
・
律
暦
志
』
に
収
録
さ
れ
た
後
漢
末
の
劉
洪
の
「
乾
象

暦
」
（
完
成
し
た
の
は
西
暦
二
〇
六
年
だ
が
、
施
行
さ
れ
た
の
は

西
暦
二
二
三
年
か
ら
）
そ
の
も
の
の
中
に
は
、
食
予
報
に
つ
い
て

は
「
推
月
食
」
と
い
う
項
目
に
半
食
年
ご
と
に
月
食
が
起
る
と
す
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る
予
測
法
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
だ
が
、
『
晋
書
・
律
暦
志
』
の

中
に
は
劉
洪
が
朔
望
の
時
の
太
陽
・
月
の
交
点
距
離
を
用
い
て
食

の
可
能
性
を
吟
味
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
記
事
も
あ
り
、
そ

し
て
「
乾
象
暦
」
の
中
に
は
そ
れ
を
行
な
う
の
に
必
要
な
情
報
が

十
分
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
劉
洪
は
本
格
的
な
日

月
食
予
報
の
方
法
を
確
立
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
以
下
に
ま

ず
、
こ
の
二
種
類
の
方
法
の
そ
れ
ぞ
れ
を
検
討
し
、
そ
し
て
さ
ら

に
劉
洪
が
「
乾
象
暦
」
の
本
文
に
は
半
食
年
周
期
を
用
い
る
古
い

方
法
を
記
載
し
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
（
五
二
一
）
半
食
年
周
期
を
用
い
る
方
法

　
「
乾
象
暦
」
の
「
推
月
蝕
」
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

　
〔
原
文
五
〕
置
上
元
年
外
所
求
、
以
会
歳
去
之
、
其
余
年
以
会

　
率
乗
之
、
如
会
歳
為
積
蝕
。
有
余
加
積
一
、
会
月
乗
之
、
如
会

　
率
為
積
月
、
不
尽
為
月
余
。
以
章
閏
乗
余
年
、
満
章
歳
為
積
閨
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
〕

　
以
減
積
月
、
余
以
歳
中
去
之
、
不
尽
、
数
起
天
正
。

　
　
（
「
上
元
」
（
計
算
の
起
点
）
の
年
・
か
ら
求
め
る
年
ま
で
の
経

　
過
年
数
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
「
会
歳
」
（
O
．
8
）
を
引
け
る
だ
け

　
引
い
て
、
そ
の
「
余
年
」
（
残
り
の
年
数
）
に
「
会
率
」
（
冨
O
．
M
）

　
を
乗
じ
て
、
「
会
歳
」
で
割
っ
た
商
が
「
積
食
」
で
あ
る
。
も

　
し
余
り
が
あ
れ
ば
、
「
積
食
」
に
一
を
加
え
、
そ
れ
に
「
会
月
」

　
（
＝
O
畠
）
を
乗
じ
て
、
「
会
率
」
で
割
っ
た
商
が
「
積
月
」
で

　
あ
る
。
そ
の
余
り
は
「
月
余
」
で
あ
る
。
「
章
閨
」
（
↓
）
を

　
「
余
年
」
に
乗
じ
て
、
「
章
歳
」
（
冨
）
で
割
っ
た
商
が
「
積
閏
」

　
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
積
月
」
か
ら
滅
じ
、
そ
の
余
り
か
ら
「
歳

　
中
」
（
冨
）
を
引
け
る
だ
け
引
き
、
そ
の
余
り
の
月
数
を
「
天

　
正
」
（
前
年
十
一
月
）
か
ら
数
え
る
。
〔
そ
の
月
の
満
月
の
時
に

　
月
食
が
起
る
。
〕
）

　
上
記
の
方
法
は
、
求
め
る
年
の
何
月
に
月
食
が
起
る
か
を
予
測

す
る
方
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
八
九
三
年
（
会
歳
）
に
一
八
八
二

回
（
会
率
）
の
月
食
が
起
る
も
の
と
し
て
推
算
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
こ
の
方
法
を
簡
単
に
説
明
し
よ
う
。

　
「
乾
象
暦
」
全
体
の
計
算
の
起
点
で
あ
る
「
上
元
」
は
、
こ
の

月
食
予
報
の
計
算
の
起
点
で
も
あ
り
、
そ
の
形
の
「
天
正
」
の
直

前
の
月
に
月
食
が
起
り
、
そ
の
「
天
正
」
か
ら
八
九
三
年
ご
と
に

同
じ
パ
タ
ー
ン
で
月
食
が
起
っ
て
い
く
と
し
て
い
る
。
さ
て
、
ま

ず
そ
の
「
上
元
」
か
ら
求
め
る
年
ま
で
の
経
過
年
数
か
ら
八
九
三

年
の
倍
数
を
引
け
る
だ
け
引
い
て
お
く
。
そ
の
余
り
で
あ
る
「
余

年
」
は
、
現
在
の
「
八
九
三
年
周
期
」
の
初
点
か
ら
の
経
過
年
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
o
o
o
0
N

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
　
　
　
を
か
け
れ
ば
、
整
数
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o
㊤
ω
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は
そ
の
初
点
か
ら
求
め
る
年
の
前
ま
で
に
起
づ
た
月
食
の
総
数
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
知
り
た
い
の
は
、
こ
れ
か
ら
起
る
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
o
畠

食
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
総
数
に
一
を
加
え
、
そ
れ
に
　
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
o
o
o
0
N

か
け
れ
ば
、
初
点
か
ら
そ
の
月
食
ま
で
の
総
月
数
が
得
ら
れ
る
。

そ
の
総
月
数
の
中
に
合
ま
れ
る
閏
月
の
数
が
「
積
閏
」
で
あ
り
、

こ
れ
を
引
い
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
残
り
か
ら
二
一
の
倍
数
を
引
け

る
だ
け
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
求
め
る
年
以
前
に
経
過
し
た
月
数

を
す
べ
て
除
去
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
残
っ
た
月
数
が
、
求
め

る
年
の
計
算
上
の
起
点
で
あ
る
「
天
正
」
か
ら
数
え
て
ど
の
月
に

月
食
が
起
る
か
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
方
法
は
「
三
統
暦
」

の
方
法
と
原
理
的
に
は
同
じ
で
あ
り
、
数
値
が
よ
り
精
密
に
な
っ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
「
三
統
暦
」
で
は
半
食
年
を
約
σ
・
O
。
竃
睾

朔
望
月
と
し
て
い
た
の
を
、
「
乾
象
暦
」
で
は
約
㎝
。
O
．
O
O
。
ぎ
朔
望
月

と
し
た
こ
と
に
な
り
、
現
在
の
半
食
年
の
精
密
値
は
約
姜
轟
・
。
ω

朔
望
月
で
あ
る
か
ら
、
数
値
と
し
て
は
か
な
り
精
密
に
な
っ
て
い

る
。　

（
五
二
二
）
朔
望
の
時
の
交
点
距
離
を
吟
味
す
る
方
法

　
『
晋
書
・
律
暦
志
』
に
引
用
さ
れ
た
徐
岳
の
言
葉
の
中
に
、
劉

洪
が
日
食
に
つ
い
て
そ
の
目
時
だ
け
で
な
く
欠
け
る
方
向
や
欠
け

る
割
合
に
つ
い
て
も
予
測
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ

れ
は
半
食
年
周
期
を
用
い
る
だ
け
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
朔
の
時

の
太
陽
・
月
の
交
点
距
離
を
明
ら
か
に
し
て
初
め
て
可
能
に
な
る

　
　
　
（
H
）

こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
「
乾
象
暦
」
の
中
に
そ
の
交
点
距
離
を
推

算
す
る
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
に
し
よ

、
つ
o

　
「
乾
象
暦
」
で
は
、
月
の
交
点
距
離
に
あ
た
る
も
の
が
「
陰
陽

暦
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
日
」
と
い
う
単
位
で
示
さ
れ

て
い
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
お
く
と
、
こ
の
「
日
」
と
い

う
の
は
普
通
の
意
味
の
「
∴
日
」
と
は
違
う
こ
こ
独
特
の
特
殊
な

単
位
で
あ
る
。
さ
て
、
「
乾
象
暦
」
の
「
推
朔
入
陰
陽
暦
」
（
朔
の

時
の
交
点
距
離
の
推
算
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
〔
原
文
六
〕
以
会
月
去
上
元
積
月
、
余
以
朔
合
分
及
微
分
各
乗

　
之
、
徴
分
満
其
法
従
合
分
、
合
分
満
周
天
去
之
、
其
余
不
満
暦

　
周
者
、
為
入
陽
暦
、
満
去
之
、
余
為
入
陰
暦
。
余
皆
如
月
周
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

　
一
目
、
算
外
、
所
求
月
合
朔
入
暦
、
不
尽
為
日
余
。

　
　
（
「
会
月
」
（
＝
O
畠
）
を
「
上
元
積
月
」
（
上
元
か
ら
の
総
月

　
数
）
か
ら
引
け
る
だ
け
引
き
、
そ
の
余
り
に
「
朔
合
分
」

　
（
一
〇
。
竃
O
。
）
を
乗
じ
た
も
の
と
「
微
分
」
（
O
尽
）
を
乗
じ
た
も
の

　
を
そ
れ
ぞ
れ
作
り
、
「
徴
分
」
の
方
が
そ
の
「
法
」
（
分
母
、
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竃
8
、
こ
の
数
値
は
本
文
に
は
「
微
分
法
」
と
し
て
与
え
ら
れ

　
て
い
る
）
を
越
え
た
ら
「
朔
合
分
」
の
方
へ
く
り
あ
げ
る
。

。
「
朔
含
分
」
の
方
が
「
周
天
」
（
豊
3
8
）
を
越
え
た
ら
そ
れ
を

　
除
去
し
、
そ
の
余
り
が
「
暦
周
」
（
；
葛
雰
）
に
達
し
な
か
っ

　
た
ら
、
「
陽
暦
」
に
入
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
「
暦
周
」
を
越

　
え
た
ら
そ
れ
を
除
去
し
て
、
余
り
は
「
陰
暦
」
に
入
っ
て
い
る

　
こ
と
に
な
る
。
余
り
を
い
ゴ
れ
の
場
合
も
「
月
周
」
（
↓
O
O
宣
）
．

　
で
割
っ
た
商
の
値
の
次
の
数
値
（
一
を
加
え
た
数
）
が
、
求
め

　
る
月
の
合
朔
の
「
入
暦
」
（
交
点
距
離
を
「
日
」
と
い
う
単
位

　
で
表
わ
し
た
も
の
）
で
あ
り
、
余
り
は
「
日
余
」
で
あ
る
。
）

　
以
上
の
方
法
で
使
わ
れ
て
い
る
数
値
は
、
半
食
年
周
期
に
関
す

る
数
値
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
簡
単

に
説
明
し
た
い
。

　
「
乾
象
暦
」
で
は
八
九
三
年
（
会
歳
）
に
一
八
八
二
回
（
会
率
）

の
太
陽
の
交
点
通
過
が
あ
る
と
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は

「
会
率
」
の
半
分
の
九
四
一
回
（
こ
れ
は
「
朔
望
合
数
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
）
の
食
年
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
八
九
三
と
九
四
一
の

差
の
四
八
が
こ
の
期
間
に
お
け
る
交
点
の
回
転
数
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
「
会
歳
」
の
期
間
の
朔
望
月
の
数
は
一
一
〇
四
五
月

（
会
月
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
食
年
の
数
九
四
一
を
加
え
た
一
一
九

八
六
が
こ
の
期
間
に
お
け
る
交
点
月
（
月
が
交
点
を
通
過
し
て
か

ら
ま
た
同
じ
交
点
を
通
過
す
る
ま
で
の
周
期
）
の
数
で
あ
る
。

　
さ
て
、
一
一
〇
四
五
朔
望
月
ご
と
に
同
じ
バ
タ
ー
ン
で
交
点
月

が
含
ま
れ
る
わ
け
な
の
で
、
ま
ず
こ
の
倍
数
を
「
上
元
積
月
」
か

ら
引
け
る
だ
け
引
い
て
し
ま
う
。
す
る
と
残
り
は
こ
の
パ
タ
ー
ン

の
中
で
何
か
月
経
過
し
た
か
を
表
わ
す
わ
け
だ
が
、
こ
の
パ
タ
ー

ン
の
初
点
で
は
月
は
交
点
（
後
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
昇
交
点

で
は
な
く
降
交
点
）
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
月
数
に
「
朔

合
分
」
（
お
よ
び
そ
の
端
数
で
あ
る
「
徴
分
法
」
分
の
「
徴
分
」
）

を
か
け
た
も
の
が
求
め
る
朔
に
お
け
る
月
の
交
点
距
離
（
単
位
は

中
国
度
の
五
八
九
分
の
一
）
と
な
る
。
同
じ
単
位
で
全
周
は
「
周

天
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
越
え
た
ら
そ
れ
を
除
去
し
た
も
の
が
求

め
る
交
点
距
離
に
な
る
が
、
こ
の
全
周
は
「
陽
暦
」
と
「
陰
暦
」

に
二
等
分
さ
れ
て
い
る
。
劉
洪
は
別
の
と
こ
ろ
で
月
の
去
極
度
を

求
め
る
際
に
、
月
の
黄
遣
か
ら
の
離
角
を
黄
度
の
去
極
度
に
対
し

て
「
陽
暦
」
で
は
加
え
、
「
陰
暦
」
で
は
滅
ず
る
と
し
て
い
る
の

で
、
「
陽
暦
」
で
は
月
は
黄
道
の
南
側
、
「
陰
暦
」
で
は
北
側
に
あ

る
こ
と
に
な
り
、
「
陽
暦
」
の
初
点
は
降
交
点
、
「
陰
暦
」
の
初
点

は
昇
交
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
上
で
得
ら
れ
た
月
の
交
点
距
離
を
「
月
周
」
で
割
る
わ
け
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だ
が
、
こ
の
「
月
周
」
は
同
じ
単
位
（
中
国
度
の
五
八
九
分
の

一
）
で
測
ら
れ
た
月
の
一
日
あ
た
り
の
平
均
移
動
量
で
あ
っ
．
て
、

そ
れ
で
割
っ
た
商
に
一
を
加
え
た
も
の
が
、
「
目
」
と
い
う
単
位

で
何
日
目
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
表
わ
し
た
月
の
交
点
距
離
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
「
日
」
と
い
う
単
位
が
用
い

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
瞬
間
に
お
け
る
交
点
と
月
の
離
角

を
平
均
移
動
す
る
月
が
動
く
と
し
た
ら
何
日
目
に
な
る
か
、
と
い

う
仮
想
的
な
量
で
あ
っ
て
、
普
通
の
意
味
の
日
数
で
は
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
（
旧
）

に
注
意
を
要
す
る
。

　
以
上
で
計
算
の
手
順
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
用

い
ら
れ
た
「
朔
合
分
」
（
と
そ
の
端
数
）
は
一
か
月
に
月
の
交
点

距
離
が
ど
れ
だ
け
変
化
す
る
か
を
表
わ
す
量
で
あ
る
が
、
そ
の
導

出
法
に
つ
い
て
、
「
乾
象
暦
」
の
本
文
に
、
「
周
天
」
に
「
朔
望
合

数
」
を
か
け
て
「
会
月
」
で
割
っ
た
も
の
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
つ
ま
り
、
「
会
月
」
の
期
間
内
の
朔
望
月
の
数
と
交
点
月

の
数
の
差
が
「
朔
望
合
数
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
期
聞
に
お
け
る

朔
の
時
の
交
点
距
離
は
「
朔
望
合
数
」
回
転
の
変
化
、
つ
ま
り

「
朔
望
合
数
」
に
「
周
天
」
を
か
け
た
角
度
（
単
位
は
中
国
度
の

五
八
九
分
の
一
）
の
変
化
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
一
か
月
あ

た
り
の
変
化
は
そ
れ
を
「
会
月
」
で
割
っ
た
も
の
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ

で
用
い
ら
れ
て
い
る
数
値
は
半
食
年
周
期
に
関
す
る
数
値
と
完
全

に
整
合
的
で
あ
る
。

　
な
お
、
以
上
は
月
が
平
均
運
動
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
「
乾
象
暦
」
で
は
さ
ら
に
こ
れ
に
対
し
て
月
の
遅

速
変
化
に
よ
る
修
正
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
で

は
省
略
す
る
。

　
（
五
・
四
）
前
限
と
後
限

　
「
乾
象
暦
」
で
は
「
陰
陽
暦
」
に
関
連
し
て
「
前
限
」
と
「
後

限
」
と
い
う
数
値
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
交
点
を
は
さ

ん
で
対
称
に
な
っ
て
い
て
、
「
前
限
」
は
「
陰
陽
暦
」
で
二
日
目

の
「
限
余
千
二
百
九
十
、
徴
分
四
百
五
十
七
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
「
余
」
は
「
目
」
の
七
八
七
四
分
の
一
、
そ
し
て
「
徴

分
」
は
さ
ら
に
そ
の
二
二
〇
九
分
の
一
を
単
位
と
し
て
い
る
の
で
、

「
前
限
」
の
値
は
「
日
」
を
単
位
と
す
れ
ば
、
交
点
か
ら
｛
雪
窪

十
（
島
ミ
曽
8
）
｝
＼
↓
o
o
虐
の
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

「
前
隈
」
と
「
後
限
」
に
つ
い
て
は
、
「
乾
象
暦
」
に
は
次
の
よ
う

に
垂
目
か
れ
て
い
る
。

　
　
〔
原
文
七
〕
入
暦
在
前
限
余
前
、
後
限
余
後
者
、
月
行
中

　
（
u
）

　
道
也
。
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（
月
の
交
点
距
離
が
〔
交
点
を
は
さ
ん
で
〕
「
前
限
」
の
前
で

　
「
後
限
」
の
後
に
あ
る
と
き
は
、
月
は
中
道
を
運
行
し
て
い

　
る
。
）

　
こ
こ
で
「
中
遺
」
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
黄
道
の
付
近
と
い
う

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
乾
象
暦
」
に
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、

こ
の
「
前
限
」
の
前
で
「
後
限
」
の
後
、
と
い
う
区
間
で
朔
一
望

が
起
る
時
に
日
月
食
が
起
る
と
、
ほ
と
ん
ど
言
っ
て
い
る
よ
う
な

も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
前
限
」
と
「
後
限
」
が
現
在
の
食
限
に
相

当
す
る
と
見
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
格
的
な
日
月
食
予
報
を

行
な
う
の
に
必
要
な
情
報
は
こ
こ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
「
前
限
」
「
後
限
」
の
値
（
現
在
の
角
度
に
換
算

す
る
と
約
冨
。
8
、
）
は
ど
の
よ
う
に
し
て
導
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
は
実
は
、
太
陽
の
交
点
通
過
か
ら
半
朔
望
月
へ
だ
た
っ

た
瞬
間
に
お
け
る
交
点
と
太
陽
と
の
間
の
角
距
離
を
、
平
均
運
動

す
る
月
が
動
く
の
に
か
か
る
時
問
に
よ
っ
て
表
わ
し
た
も
の
に
等

し
い
。
式
で
表
わ
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
前
限
」
“
一
茎
磐
θ
墨
一
・
ρ
書
麻
眺
＼
奪
θ
殺
一

　
　
　
　
　
　
　
　
（
血
θ
－
皿
欲
汁
o
θ
申
缶
繭
轡
厨
）

　
「
乾
象
暦
」
の
「
前
限
」
の
値
は
、
こ
の
式
に
「
乾
象
暦
」
で

用
い
ら
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
値
を
代
入
し
て
得
ら
れ
る
値
に
完

　
　
　
　
　
（
1
5
〕

全
に
一
致
す
る
。

　
こ
こ
で
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
値
が
「
前
隈
」
「
後
隈
」
と
さ
れ

た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
を
食
限
に
相
当
す
る

も
の
と
す
れ
ぱ
、
結
局
、
太
陽
の
交
点
通
過
を
は
さ
ん
で
一
朔
望

月
の
問
の
朔
・
望
に
お
い
て
日
月
食
が
起
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
そ
う
す
る
と
半
月
を
へ
だ
て
て
日
食
と
月
食
が
連
続
し
て
起

る
こ
と
は
し
ぱ
し
ぱ
あ
る
が
、
目
月
食
が
三
回
連
続
し
て
起
る
こ

と
は
ち
ょ
う
ど
ぎ
り
ぎ
り
で
生
じ
な
い
、
と
い
う
結
果
に
な
る
。

現
実
に
は
ど
う
か
と
言
う
と
、
日
食
と
月
食
が
半
月
を
へ
だ
て
て

連
続
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
実
際
に
時
々
あ
る
が
、
ひ
と
つ
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

点
で
日
月
食
が
三
回
連
続
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
お
そ
ら

く
劉
洪
は
こ
の
よ
う
な
経
験
的
事
実
に
基
づ
い
て
「
前
隈
」
「
後

限
」
の
見
当
を
つ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
（
五
．
五
）
劉
洪
が
半
食
年
周
期
に
よ
る
方
法
を
温
存
し
た
理

由　
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
劉
洪
は
太
陽
・
月
の
交
点

距
離
を
用
い
て
日
月
食
を
予
測
す
る
方
法
を
事
実
上
確
立
し
て
い

た
の
で
、
本
来
な
ら
ぱ
半
食
年
周
期
を
用
い
て
月
食
を
予
測
す
る

古
い
方
法
を
残
す
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
は
言
っ
て
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も
、
半
食
年
周
期
そ
の
も
の
が
不
要
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
「
陰
陽
暦
」

で
用
い
ら
れ
た
数
値
か
ら
計
算
す
る
と
劉
洪
は
一
交
点
月
の
値
と

し
て
約
N
ド
昌
M
冨
日
を
用
い
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
現
在
の

精
密
値
睾
昌
曽
豊
日
（
『
理
科
年
表
』
に
よ
る
）
と
比
較
し
て

も
か
な
り
正
確
な
値
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
月
の
位
置
を
直
接
測
定

し
た
の
で
は
こ
の
精
度
は
当
時
と
し
て
は
出
せ
な
か
っ
た
は
ず
だ

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
劉
洪
の
時
代
に
は
黄
遺
を
基
準
に
し
て

天
体
の
位
置
を
測
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
百
年
あ
ま
り
し

か
た
っ
て
い
な
い
が
、
も
し
月
が
黄
道
を
通
過
す
る
時
刻
を
実
際

と
測
定
し
て
算
出
す
る
と
し
た
ら
、
こ
の
精
度
を
出
す
た
め
に
は

仮
に
百
年
を
へ
だ
て
た
と
し
て
も
約
二
時
問
以
内
の
精
度
の
測
定

が
な
さ
れ
て
初
め
て
こ
の
精
度
が
出
せ
る
が
、
こ
れ
は
揮
天
儀
を

用
い
た
当
時
の
肉
眼
観
測
で
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
最
も
わ
か
り
や
す
い
月
の
交
点
通
過
は
目
月
食
で
あ

る
が
、
そ
の
時
刻
を
あ
る
程
度
の
精
度
で
測
定
す
る
こ
と
は
で
き

た
こ
と
は
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
目
月
食
の
記
録
は
当
時

す
で
に
か
な
り
長
年
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る

が
、
一
般
に
多
少
精
度
の
悪
い
測
定
で
も
長
年
蓄
積
す
れ
ば
高
精

度
の
天
文
定
数
を
算
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
日
月

食
の
記
録
か
ら
算
出
す
る
半
食
年
周
期
の
方
は
当
時
か
な
り
の
精

度
で
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
乾
象
暦
」
の
精

度
か
ら
見
て
、
半
食
年
周
期
の
方
が
先
に
決
め
ら
れ
て
、
そ
れ
か

ら
「
陰
陽
暦
」
に
必
要
な
数
値
が
導
出
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ

っ
て
、
半
食
年
周
期
の
概
念
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
「
陰
陽
暦
」
の
推
算
が
実
現
可
能
に
な
っ
た
と
言
っ

て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
半
食
年
周
期
は
重
要
な
意

味
を
持
っ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
劉
洪
は
よ
く
理
解
し
て

い
た
と
言
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
劉
洪
は
「
乾
象
暦
」
の
中
の
食
予
報
を

新
し
い
方
法
に
作
り
か
え
な
か
っ
た
の
か
。
こ
こ
か
ら
は
推
測
す

る
し
か
な
い
が
、
お
そ
ら
く
劉
洪
は
新
し
い
理
論
の
形
成
期
に
お

い
て
「
前
限
」
「
後
限
」
の
値
が
妥
当
な
も
の
か
ど
う
か
を
検
証

す
る
デ
ー
タ
が
ま
だ
不
足
し
て
い
た
の
で
、
慎
重
を
期
し
て
、
そ

れ
ら
を
n
口
月
食
の
限
界
と
明
言
す
る
こ
と
を
避
け
て
、
半
食
年
周

期
を
用
い
る
古
い
方
法
を
温
存
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実

際
、
「
乾
象
暦
」
に
続
く
「
景
初
暦
」
で
は
、
次
に
兇
る
よ
う
に
、

よ
り
精
密
な
食
隈
の
値
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
三
統
暦
」
の
段
階
で
は
仮
説
に
過
ぎ
な

か
っ
た
月
食
周
期
が
、
「
乾
象
暦
」
で
は
よ
り
高
次
の
月
運
動
論
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の
立
場
か
ら
、
そ
の
半
食
年
周
期
と
し
て
の
意
味
が
確
定
さ
れ
、

そ
し
て
月
食
予
測
法
と
し
て
の
限
界
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
半
食
年
周
期
に
よ
る
月
食
予
測
は
「
乾
象

暦
」
を
最
後
と
し
て
婆
を
消
す
が
、
決
し
て
単
純
に
否
定
さ
れ
た

の
で
は
な
い
。
一
種
の
弁
証
法
的
否
定
を
さ
れ
た
と
言
う
べ
き
だ

ろ
う
。

六
　
景
初
暦
の
食
予
報

　
『
晋
書
．
律
暦
志
』
に
収
録
さ
れ
た
三
国
・
魏
の
楊
偉
の
「
景

初
暦
」
（
西
暦
二
三
七
年
か
ら
施
行
）
に
は
、
太
陽
・
月
の
交
点

距
離
を
用
い
た
本
格
的
な
日
月
食
の
予
測
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
そ
の
原
文
を
見
る
こ
と
に
す
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て

お
く
と
、
そ
こ
で
「
度
」
と
い
う
単
位
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
普
通
の
中
国
度
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
て
、

「
景
初
暦
」
の
「
推
合
朔
交
会
月
蝕
術
」
（
合
朔
の
「
交
会
」
（
日

食
）
と
月
食
の
推
算
法
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
〔
原
文
八
〕
置
所
入
紀
朔
積
分
、
以
所
入
紀
下
交
会
差
率
之
数

　
加
之
、
以
会
通
去
之
、
余
則
所
求
年
天
正
十
一
月
合
朔
去
交
度

　
分
也
。
、
朔
望
去
交
分
、
如
朔
望
合
数
以
下
、
入
交
限
数
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

　
上
者
、
朔
則
交
会
、
望
則
月
蝕
。

　
　
（
「
紀
」
（
「
景
初
暦
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
一
八
四
三
年
周

　
期
）
の
初
点
か
ら
の
「
朔
積
分
」
（
そ
の
年
の
天
正
の
朔
ま
で

　
の
時
問
を
、
一
日
の
四
五
五
九
分
の
一
を
単
位
と
し
て
表
わ
し

　
た
も
の
）
を
置
き
、
そ
れ
に
そ
の
「
紀
」
の
「
交
会
差
率
」

　
（
一
種
の
初
期
値
）
を
加
え
、
そ
こ
か
ら
「
会
通
」
（
七
九
〇
一

　
一
〇
、
半
食
年
の
長
さ
を
、
一
日
の
四
五
五
九
分
の
一
を
単
位

　
と
し
て
表
わ
し
た
も
の
）
を
引
け
る
だ
け
引
い
て
、
そ
の
余
り

　
が
求
め
る
年
の
天
正
十
一
月
の
朔
の
時
の
「
去
交
度
分
」
（
太

　
陽
の
交
点
通
過
か
ら
の
時
問
を
、
一
日
の
四
五
五
九
分
の
一
を

　
単
位
と
し
て
表
わ
し
た
も
の
）
で
あ
る
。
…
：
・
朔
・
望
の
「
去

　
交
分
」
（
去
交
度
分
）
が
「
朔
望
合
数
」
（
六
七
三
一
五
、
朔
望

　
月
の
半
分
の
長
さ
を
、
一
日
の
四
五
五
九
分
の
一
を
単
位
と
し

　
て
表
わ
し
た
も
の
）
以
下
で
あ
り
、
「
入
交
限
数
」
（
七
二
二
七

　
九
五
、
「
会
通
」
と
「
朔
望
合
数
」
の
差
）
以
上
で
あ
れ
ば
、

　
朔
の
時
に
は
「
交
会
」
（
日
食
）
に
な
り
、
望
の
時
に
は
月
食

　
に
な
る
。
）

　
な
お
、
「
去
交
度
分
」
を
「
日
法
」
（
四
五
五
九
）
で
割
っ
た
も

の
が
「
去
交
度
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
度
」
と
い
う
単
位

が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
上
記
の
手
順
か
ら
明
ら
加
な
よ
う
に
、
こ

れ
は
太
陽
の
交
点
通
過
か
ら
の
日
数
で
あ
っ
て
、
角
度
を
直
接
あ
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ら
わ
す
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
去
交
度
」
に
関
し
て

特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
は
そ
の
日
数
に
お

け
る
太
陽
の
移
動
量
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
問
に
交

点
も
移
動
し
て
い
る
か
ら
、
「
去
交
度
」
は
交
点
距
離
を
直
接
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
〕

ら
わ
す
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
こ
で
「
朔
望
合
数
」
と
「
入
交
限
数
」
を
食
限
と
し

て
い
る
の
は
、
「
乾
象
暦
」
の
「
前
限
」
「
後
限
」
を
全
く
そ
の
ま

ま
受
け
つ
い
だ
も
の
と
言
え
る
。
さ
て
「
景
初
暦
」
に
は
、
食
限

に
関
し
て
こ
れ
ら
の
他
に
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。

　
〔
原
文
九
〕
去
交
度
十
五
以
上
、
雄
交
不
蝕
也
。
十
以
下
是
蝕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
〕

　
十
以
上
、
腐
蝕
徴
少
、
光
暑
相
及
而
已
。

　
　
（
「
去
交
度
」
が
一
五
以
上
で
あ
れ
ば
、
「
交
点
に
あ
っ
て
も
」

　
（
こ
の
ま
ま
で
は
意
味
不
明
で
、
「
朔
望
で
あ
っ
て
も
」
生
言
い

　
た
い
も
の
と
思
わ
れ
る
）
食
は
起
ら
な
い
。
一
〇
以
下
で
あ
れ

　
ば
食
が
起
る
。
一
〇
以
上
〔
で
一
五
以
下
〕
な
ら
ば
、
欠
け
方

　
は
徴
少
で
、
光
と
影
が
互
い
に
そ
の
範
囲
を
広
・
げ
合
う
だ
け
で

　
あ
る
。
）

　
こ
こ
で
食
限
が
二
段
階
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
食
予
報
を
精

密
化
し
た
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
「
十
五
」
と

「
十
」
と
い
う
数
字
は
、
お
そ
ら
く
経
験
的
に
求
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
端
数
が
な
く
丸
い
数
字
で
あ
る
こ
と
が
、

そ
れ
ら
が
理
論
的
（
も
し
く
は
思
弁
的
）
に
導
出
さ
れ
た
の
で
は

な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
見
た
「
朔
望

合
数
」
と
「
入
交
限
数
」
が
「
乾
象
暦
」
の
考
え
方
を
引
き
つ
い

で
理
論
的
に
導
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
好
対
照
を
な
し

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
な
お
、
「
景
初
暦
」
の
二
段
階
の
食
阪
が
「
乾
象
暦
」
の
値
と

比
べ
て
い
か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
室
示
す
た
め
に
、
第
三
錐
そ

れ
ら
の
値
と
現
代
天
文
学
に
よ
る
食
限
の
値
を
比
較
し
て
示
す
。

た
だ
し
、
現
代
天
文
学
の
値
は
地
球
全
体
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
限
界
内
で
あ
っ
て
も
特
定
の
土
地
で
食
が
見
え
る
と
は
限

ら
な
い
。
第
三
図
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
月
食
に
関
し
て
は
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「
乾
象
暦
」
の
値
は
過
大
で
、
「
景
初
暦
」
の
小
さ
い
方
の
値
が
妥

当
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
日
食
に
関
し
て
は
一
見
す
る
と
い
ず

れ
も
妥
当
な
よ
う
に
兄
え
る
が
、
実
は
目
食
予
報
に
関
し
て
は
交

点
距
離
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
「
視
差
計
算
」
と
い
う
も
の
が
必

要
に
な
る
の
だ
が
、
当
時
は
そ
こ
ま
で
の
段
階
に
は
達
し
て
い
な

か
っ
た
。

　
お
そ
ら
く
、
〔
原
文
九
〕
の
よ
う
な
よ
り
精
密
な
食
隈
を
見
出

し
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
景
初
暦
」
で
新
し
い
日
月
食
予
測
法

の
正
式
な
記
載
に
ふ
み
き
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
推
測
し
て
よ
い

だ
ろ
う
。

七
　
結
論

　
日
月
食
は
先
秦
時
代
に
は
予
測
の
つ
か
な
い
異
常
現
象
で
あ
っ

た
が
、
前
漢
時
代
に
は
月
食
に
周
期
性
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ

る
よ
う
に
な
り
、
前
漢
末
の
劉
散
の
「
三
統
暦
」
で
は
半
食
年
、
こ

と
の
満
月
の
時
に
月
食
が
起
る
と
い
う
予
測
法
が
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
予
測
さ
れ
な
か
っ
た
時
に
月
食
が
起
る
心

配
は
な
い
が
予
測
さ
れ
て
も
月
食
が
起
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
、
と

い
う
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
真
理
の
一
面
を
と
ら
え
た
も

の
で
あ
づ
た
。

　
前
漢
末
か
ら
後
漢
に
か
け
て
、
日
食
は
月
が
太
陽
を
お
お
い
、

月
食
は
月
が
大
地
の
陰
に
入
る
、
と
い
う
こ
と
が
直
観
的
に
洞
察

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
後
の
目
月
食
理
論
の
発

展
の
指
針
と
も
な
り
、
そ
し
て
そ
の
過
程
で
そ
の
洞
察
の
正
し
さ

も
確
か
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
で
き
る
。

　
そ
れ
と
並
行
し
て
、
後
漢
時
代
に
は
黄
道
の
概
念
が
確
立
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
月
の
運
行
の
遅
速
も
発
見
さ
れ
、
さ
ら
に
月
の
軌

遺
の
黄
道
に
対
す
る
傾
き
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。

月
の
軌
遣
の
傾
き
に
つ
い
て
は
、
後
漢
末
の
劉
洪
の
「
乾
象
暦
」

に
お
い
て
初
め
て
理
論
的
に
定
式
化
さ
れ
た
。

　
ま
さ
に
こ
の
「
乾
象
暦
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
知
識
を
集

成
し
て
、
月
の
軌
道
の
交
点
付
近
に
太
陽
と
月
が
来
た
時
に
日
月

食
が
起
る
、
と
い
う
こ
と
が
実
質
的
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、

「
乾
象
暦
」
の
中
の
食
予
報
と
し
て
は
半
食
年
周
期
を
用
い
る
古

い
方
法
が
使
わ
れ
た
。
お
そ
ら
く
食
限
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
デ

ー
タ
が
ま
だ
不
足
し
て
い
た
の
で
慎
重
を
期
し
て
古
い
方
法
を
温

存
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
三
国
時
代
の
楊
偉
の
「
景
初
暦
」
で
は
、
よ
り
精
密
な
二
段
階

の
食
限
を
用
い
て
、
太
陽
と
月
の
朔
・
望
の
時
の
交
点
距
離
に
よ

っ
て
目
月
食
の
有
無
を
判
定
す
る
方
法
を
確
立
し
た
。
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さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
過
程
に
お
い
て
、
半
食
年
周
期
を
用
い

る
方
法
か
ら
交
点
距
離
を
用
い
る
方
法
へ
理
論
が
転
換
し
た
わ
け

で
あ
る
が
、
理
論
の
転
換
と
い
う
も
の
は
一
見
す
る
と
互
い
に
相

容
れ
な
い
理
論
が
不
連
続
的
に
転
換
し
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
現
実
の
理
論
の
転
換
は
そ
の
よ
う
に
単
純
で

は
な
い
。
す
で
に
「
乾
象
暦
」
の
場
合
に
見
た
よ
う
に
、
古
い
理

論
は
新
し
い
理
論
の
形
成
の
た
め
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
な
っ

て
お
り
、
そ
し
て
新
し
い
理
論
に
よ
っ
て
古
い
理
論
の
隈
界
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
な
ウ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
言

い
方
を
変
え
れ
ば
、
新
し
い
高
次
の
理
論
に
飛
躍
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
仮
説
に
過
ぎ
な
か
っ
た
古
い
理
論
が
あ
る
限

界
内
で
は
正
し
い
こ
と
が
初
め
て
確
証
さ
れ
た
と
も
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
新
旧
の
理
論
の
関
係
に
つ
い
て
、
劉
洪
が
両
者
の

数
値
を
完
全
に
整
合
的
に
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
劉
洪

は
意
識
的
に
考
え
な
が
ら
新
し
い
理
論
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で

あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
日
月
食

予
測
法
の
成
立
過
程
は
、
科
学
理
論
の
形
成
と
発
展
の
構
造
に
つ

い
て
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
最
後
に
、
十
五
年
来
御
指
導
い
た
だ
い
て
い
る
木
山
英
雄
先
生

に
本
稿
を
さ
さ
げ
、

た
い
。

先
生
の
今
後
の
ま
す
ま
す
の
御
活
躍
を
祈
り

（
1
）
『
歴
代
天
文
律
暦
等
志
彙
編
』
（
以
下
『
彙
編
』
と
脇
す
）
第
一

　
冊
、
北
京
、
中
牽
杳
局
、
一
九
七
五
年
、
四
六
頁
。
な
お
、
『
彙
編
』

　
は
正
史
の
天
文
志
・
律
暦
志
を
集
成
し
た
も
の
で
、
申
国
天
文
学
史

　
の
基
本
史
料
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
『
彙
編
』
第
五
冊
、
一
九
七
六
年
、
一
四
二
八
頁
。

（
3
）
　
日
月
食
の
デ
ー
タ
は
、
『
理
科
年
表
』
（
丸
善
）
一
九
八
四
年
版

　
壬
一
九
九
九
年
版
に
よ
る
。

（
4
）
　
犬
橋
由
紀
夫
「
後
漢
四
分
暦
の
成
立
過
程
」
『
数
学
史
研
究
』

　
通
巻
九
三
号
、
一
九
八
二
年
、
一
｛
二
七
頁
。

（
5
）
藪
内
清
『
中
国
の
科
学
文
明
』
、
岩
波
新
審
、
一
九
七
〇
年
、

　
三
九
頁
、
お
よ
ぴ
同
『
増
補
改
訂
・
中
国
の
天
文
暦
法
』
、
平
凡
社
、

　
一
九
九
〇
年
、
三
二
四
頁
。

（
6
）
　
陳
遵
娚
『
中
国
天
文
学
史
』
第
三
冊
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一

　
九
八
四
年
、
七
六
〇
頁
に
は
、
月
食
を
予
渕
し
た
だ
け
で
日
食
に
つ

　
い
て
は
し
な
か
っ
た
、
と
正
し
く
書
か
れ
て
い
る
。

（
7
）
　
『
文
淵
閣
四
庫
全
杳
』
所
収
の
『
唐
開
元
占
経
』
（
『
四
庫
術
数

　
類
叢
書
（
五
）
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
に
影
印
）
、

　
巻
九
、
四
葉
表
（
影
印
本
二
四
六
頁
）
。

（
8
）
前
掲
審
、
巻
一
、
三
葉
表
（
影
印
本
一
七
〇
頁
）
。

（
9
）
　
大
橋
由
紀
夫
「
買
達
の
月
行
遅
疾
論
」
『
数
字
史
研
究
』
通
巻

　
二
二
六
号
、
　
一
九
九
三
年
、
二
九
壬
四
一
頁
。
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（
1
0
）
　
『
彙
編
』
第
五
冊
、
一
五
九
〇
頁
。

（
H
）
　
陳
遵
鰯
、
前
掲
書
第
三
冊
、
七
六
〇
頁
で
は
、
劉
洪
が
中
国
で

　
初
め
て
日
食
の
予
報
を
し
た
と
正
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
食

　
周
期
に
基
づ
い
て
行
な
っ
た
か
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
誤

　
り
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
『
彙
編
』
第
五
冊
、
　
一
五
九
九
頁
。

（
1
3
）
　
陳
美
東
『
古
暦
新
探
』
、
沈
陽
、
遼
寧
教
育
出
版
社
、
一
九
九

　
五
年
、
三
四
九
頁
で
は
、
「
乾
象
暦
」
の
「
陰
陽
暦
」
に
お
け
る

　
「
日
」
を
月
の
交
点
通
過
か
ら
の
日
数
と
し
て
考
え
て
い
る
よ
う
に

　
見
え
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
誤
り
で
あ
る
。
（
た
だ
し
陳
氏
の
こ

　
の
部
分
の
説
明
文
と
数
式
の
間
に
矛
盾
が
あ
る
。
）

　
　
な
お
、
陳
美
東
「
劉
洪
的
生
平
、
天
文
学
成
就
和
思
想
」
『
自
然

　
科
学
史
研
究
』
第
五
巻
第
二
期
、
一
九
八
六
年
、
一
二
九
－
一
四
二

　
頁
の
＝
二
五
頁
に
は
、
劉
洪
の
「
陰
陽
暦
」
の
日
数
が
恒
星
月
の
目

　
数
に
一
致
し
、
「
乾
象
暦
」
の
中
の
他
の
数
値
か
ら
推
算
さ
れ
る
交

　
点
月
の
日
数
に
は
一
致
し
な
い
ご
と
な
ど
を
挙
げ
、
劉
洪
の
交
点
月

　
に
対
す
る
認
識
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
述
ぺ
て
い
る
が
、
陳
氏
の
こ

　
の
見
解
も
誤
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
陰
陽
暦
」
で
用
い
ら
れ
て

　
い
る
「
目
」
は
角
度
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
体
の
日
数
は

　
月
が
天
球
を
一
巡
す
る
恒
星
月
の
日
数
に
必
ず
（
定
義
に
よ
っ
て
）

　
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
劉
洪
の
原
文
に
は
交
点
月
に
関
す
る
混
乱

　
は
全
く
無
く
、
交
点
月
の
目
数
は
一
つ
の
値
（
約
ミ
昌
曽
㎝
目
）

　
に
確
定
し
て
い
る
。

（
1
4
）
　
『
彙
編
』
第
五
冊
、
　
一
五
九
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
、

（
1
5
）
　
「
乾
象
暦
」
そ
の
も
の
の
中
に
は
「
前
限
」
の
導
出
法
は
書
か

　
れ
て
い
な
い
が
、
「
景
初
暦
」
に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
値
の
他
の
定

　
数
と
の
関
係
が
わ
か
る
よ
う
に
書
い
て
あ
り
、
「
乾
象
暦
」
で
も
こ

　
れ
と
同
じ
考
え
方
を
し
て
い
た
こ
と
が
実
際
の
数
値
に
よ
っ
て
確
認

　
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
実
を
言
う
と
、
地
球
全
体
を
考
え
れ
ぱ
、
目
食
・
月
食
・
日
食

　
の
順
で
三
回
の
食
が
連
続
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
あ
る
の
だ
が
、

　
そ
の
よ
う
な
場
合
の
そ
れ
ぞ
れ
の
日
食
は
い
ず
れ
も
軽
徴
な
部
分
食

　
で
、
し
。
か
も
そ
れ
ぞ
れ
逆
の
側
の
極
に
近
い
地
域
で
見
え
る
だ
け
な

　
の
で
、
あ
る
地
点
に
定
住
し
て
い
る
人
が
三
回
の
食
の
連
続
を
見
る

　
こ
と
は
な
い
。
な
お
、
月
食
・
日
食
・
月
食
の
順
で
食
が
連
続
す
る
．

　
こ
と
は
な
い
。

（
1
7
）
　
『
彙
編
』
第
五
冊
、
　
ニ
ハ
ニ
六
壬
一
六
二
七
頁
。

（
1
8
）
　
「
去
交
度
」
を
交
点
距
離
（
中
国
度
を
単
位
と
す
る
）
に
換
算

　
す
る
に
は
、
一
年
の
長
さ
（
厳
密
に
は
恒
星
年
）
を
乗
じ
て
、
食
年

　
の
長
さ
で
割
れ
ぱ
よ
い
。

　
　
な
お
、
藪
内
清
『
増
補
改
訂
・
中
国
の
天
文
暦
法
』
、
三
二
五
頁

　
や
、
陳
美
東
『
古
暦
新
探
』
、
三
五
〇
頁
に
は
、
「
景
初
暦
」
の
「
去

　
交
度
」
が
普
通
の
中
国
度
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、

　
こ
れ
ら
は
誤
り
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
『
彙
編
』
第
五
冊
、
　
一
六
二
七
頁
。

（
2
0
）
　
「
乾
象
暦
」
と
「
景
初
暦
」
の
値
は
現
在
の
角
度
の
単
位
に
換

　
算
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
「
乾
象
暦
」
の
「
前
限
」
…
－
冨
。
8
、

「
景
初
暦
」
の
「
去
交
度
十
五
」
－
・
－
冨
。
蟹
、

「
景
初
暦
」
の
「
去
交
度
十
」
・
：
…
；
。
畠
、
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現
代
天
文
学
に
よ
る
値
は
、
鈴
木
敬
信
「
日
食
と
月
食
」
（
広
瀬

秀
雄
編
『
新
版
・
地
球
と
月
』
（
新
天
文
学
講
座
・
第
四
巻
）
、
恒
星

社
厚
生
閣
、
一
九
六
三
年
、
所
収
）
、
一
四
七
－
一
四
八
頁
に
よ
れ

ぱ
次
の
通
り
で
あ
る
。

目
食
隈
界
：
：
：
冨
。
豊
、
－
－
o
。
。
讐
、

皆
既
目
食
限
界
…
…
㊤
。
蟹
、
王
＝
。
s
、

月
食
限
界
…
…
o
。
ω
o
、
｛
嵩
。
8
、

皆
既
月
食
限
界
：
…
・
蜆
。
ξ
、
－
①
。
O
、

　
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
に
幅
が
あ
る
の
は
、
太
陽
と
月
の
距
離
や
、
月

の
軌
道
の
黄
遺
に
対
す
る
傾
斜
角
に
変
動
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
講
師
）
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