
　

本
来
、
節
分
と
い
う
の
は
立
春
・
立
夏
・
立
秋
・

立
冬
の
前
の
日
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
旧
暦
で
は

立
春
の
頃
が
一
年
の
始
め
と
さ
れ
、
重
要
視
さ
れ

ま
し
た
。
立
春
を
新
年
と
す
る
と
節
分
は
大お

お
み
そ
か

晦
日

に
相
当
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
現
在
で
も
節
分
の

こ
と
を
「
年
越
し
」
と
い
う
地
域
が
あ
り
ま
す
。

栃
木
県
で
は
足
利
市
の
鑁ば

ん
な
じ

阿
寺
で
節
分
の
日
に
開

催
さ
れ
る
「
鎧
よ
ろ
い

年と
し
こ
し

越
し
」
が
有
名
で
す
。
こ
れ

は
、
足
利
尊た

か

氏う
じ

か
ら
遡
さ
か
の
ぼる

こ
と
五
代
前
の
足
利
泰や
す

氏う
じ

（
鎌
倉
時
代
中
期
）
の
頃
、
坂ば
ん
ど
う東

武む
し
ゃ者

五
百
騎

を
鑁
阿
寺
南
大
門
前
に
勢
ぞ
ろ
い
さ
せ
た
こ
と
か

ら
始
ま
っ
た
行
事
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
日
の
夜

は
、
鎧
よ
ろ
い

兜か
ぶ
とを
付
け
た
武
者
た
ち
が
、
保ほ
げ
ん元
・
平へ
い
じ治

の
乱
絵
巻
の
よ
う
に
大
通
り
を
練
り
歩
き
、
鑁
阿

寺
で
豆
ま
き
を
し
ま
す
。
こ
の
豆
撒
き
は
、
本
来

は
「
追つ

い
な儺

」
と
い
う
宮
中
の
行
事
で
、
大
晦
日
に

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

な
ぜ
、「
豆ま

め
ま撒

き
」、「
追
儺
」
を
行
っ
た
か
と

い
う
と
、
季
節
の
変
わ
り
目
、
季
の
境
目
（
隙
間
）

は
魔
物
が
侵
入
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
邪
気
を
祓は
ら

い
、
身
を
守
る
た
め

に
豆
を
撒ま

き
ま
し
た
。
豆
は
炒い

っ
た
も
の
を
使
い

ま
す
。
豆
を
炒
る
と
爆は

ぜ
ま
す
が
そ
の
破は
れ
つ
お
ん

裂
音
も

厄
除
け
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

柊ひ
い
ら
ぎに

イ
ワ
シ
の
頭
を
刺
し
門
口
に
飾
る
の
は
節

分
の
夜
に
「
か
ぐ
鼻
」
と
い
う
鬼
が
現
れ
、
家
々

を
巡
っ
て
人
を
さ
ら
っ
て
食
べ
た
ら
し
い
の
で
す

が
、
そ
の
鬼
が
嫌
う
の
が
イ
ワ
シ
の
臭
い
で
、
こ

の
臭
い
と
柊
の
棘と

げ

で
鬼
を
寄
せ
付
け
な
い
よ
う
に

し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

節
分
が
過
ぎ
る
と
「
立
春
」
と
な
り
ま
す
。
立

春
が
一
年
の
始
め
と
さ
れ
、
こ
の
日
が
起
点
と
な

り
、
こ
の
日
か
ら
八
十
八
夜
、
二
百
十
日
な
ど
と

数
え
ま
す
。
ま
た
、
暦
上
は
こ
の
日
か
ら
春
と
な

り
、
梅
の
花
が
咲
き
始
め
、
だ
ん
だ
ん
暖
か
く
な

る
春
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
立
春
の
早
朝
、

禅
寺
で
は
入
口
に
「
立
春
大
吉
」
と
書
い
た
お
札

を
貼
る
風
習
が
あ
り
、
家
の
鬼き

も
ん門

に
こ
の
札
を
貼

る
ご
家
庭
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
立
春
大
吉
」
は
、

四
文
字
と
も
そ
の
文
字
が
左
右
対
称
で
縁
起
が
良

く
、
一
年
間
災
難
に
あ
わ
な
い
吉き
っ
し
ょ
う
く

祥
句
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
宮
中
で
は
、
新
年
の
稲
の
豊

作
を
天て

ん
し
ん神

地ち

ぎ祇
に
祈
る
祭
り
が
あ
り
、
そ
の
年
中

行
事
を
「
祈

と
し
ご
い
の
ま
つ
り

年
祭
」
と
い
い
ま
し
た
。
起
源
は
よ

く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、『
延え

ん
ぎ
し
き

喜
式
』
に
は
二

月
四
日
に
祭
日
を
定
め
て
お
り
、
こ
の
神
様
を
祭

る
神
社
は
全
国
三
，
一
三
二
座
で
、
こ
の
う
ち
各

国
で
国
司
が
祭
る
神
社
は
二
，
三
九
五
座
あ
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
に
は
、
現
在
の
栃
木
市
に
所
在
す
る

国
指
定
史
跡
下
野
国
府
の
北
側
に
祭
ら
れ
て
い

る
（
総
社
）「
大お

お
み
わ神
神じ
ん
じ
ゃ社
」
も
入
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
本
来
、
古
代
の
国
司
は
各
国
内
の

全
て
の
神
社
を
一
宮
か
ら
順
に
巡
拝
し
て
い
ま

し
た
が
、
国
府
の
そ
ば
に
総
社
を
設
け
国
内
の
神

様
を
ま
と
め
て
祭
り
、
作
業
を
簡
素
化
し
ま
し

た
。
こ
の
下
野
国
総
社
は
、
奈
良
時
代
か
ら
「
室む
ろ

の
八や
し
ま嶋

」
と
し
て
『
万
葉
集
』
や
『
古
今
和
歌

集
』
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
和
歌
集
に
登
場
し

ま
す
。「
暮
る
る
夜
は　

衛え

じ士
の
た
く
火
を　

そ

れ
と
見
よ　

室
の
八
島
も　

都
な
ら
ね
ば
」
藤ふ
じ
わ
ら原

定て
い
か家
（『
新し
ん
ち
ょ
く
せ
ん
わ

勅
撰
和
歌か
し
ゅ
う集
』）。
歌
枕
の
意
味
は
、「
燃

え
上
が
る
恋
の
炎
に
身
を
焼
く
煙
」
と
情
熱
的
な

恋
の
歌
で
す
。
江
戸
時
代
に
は
、
松ま

つ
お尾

芭ば
し
ょ
う蕉

と
門

人
曾そ

良ら

も
こ
の
地
を
訪
れ
て
い
ま
す
。

※
旧
暦
の
元
日
は
立
春
の
頃
で
、
立
春
の
日
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

立　

春　

大　

吉

Shimotsuke
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