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例
年
な
ら
二
月
三
日
が
節
分
で
、
そ
の
翌
日
四
日

が
立
春
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、
今
年
の
節
分
は

二
月
二
日
。
し
た
が
っ
て
そ
の
翌
日
三
日
が
立
春
で

し
た
。 

 
 
 
 
 
 

 

 

ご
存
じ
の
通
り
、
も
と
も
と
節
分
と
は
「
季
節
の

分
か
れ
目
」
を
意
味
す
る
の
で
、
立
春
・
立
夏
・
立

秋
・
立
冬
の
前
日
を
指
し
、合
計
四
回
あ
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
中
で
も
立
春
は
、
新
年
の
始
ま
り
に
相
当
す

る
大
き
な
節
目
な
の
で
、
い
つ
し
か
「
節
分
」
と
言

え
ば
立
春
の
前
日
の
み
を
指
す
よ
う
に
変
わ
っ
て
き

た
よ
う
で
す
。 

 
 
 
 
 
 

 

立
春
・
立
夏
・
立
秋
・
立
冬
は
固
定
日
で
は
な
く

て
、
太
陽
の
動
き
と
地
球
の
位
置
関
係
で
決
ま
る
も

の
な
の
で
、
年
ご
と
に
変
動
し
ま
す
。
こ
れ
を
決
め

る
の
は
国
立
天
文
台
。
太
陽
の
動
き
を
観
測
、
計
算

し
て
決
定
し
ま
す
。
今
年
の
立
春
は
、
国
立
天
文
台

が
二
月
三
日
と
決
定
し
た
の
で
、
必
然
的
に
そ
の
前

日
の
二
月
二
日
が
節
分
と
な
り
ま
し
た
。
来
年
の
節

分
は
ま
た
、
二
月
三
日
に
戻
る
よ
う
で
す
。 

 

さ
て
、
江
戸
時
代
に
は
「
二
日
灸
＝
ふ
つ
か
き
ゅ

う
」
と
い
う
行
事
が
あ
り
、
毎
年
二
月
二
日
と
八
月

二
日
に
子
ど
も
た
ち
に
お
灸
を
据
え
て
い
た
よ
う
で

す
。
こ
の
両
日
に
お
灸
を
据
え
る
と
効
果
が
著
し
い

と
さ
れ
、
そ
の
年
は
無
病
で
い
ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
お
灸
の
熱
さ
や
痛
さ
に
耐

え
た
ご
褒
美
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
炒
（
い
）
っ

た
豆
を
与
え
て
い
た
よ
う
で
す
。 

「
豆
炒
り
を
食
ひ
食
ひ
あ
と
の
数
を
聞
き
」
（
い

っ
た
豆
を
食
べ
つ
つ
、
い
く
つ
お
灸
を
据
え
ら
れ
た

の
か
聞
い
て
い
る
）
な
ど
と
い
う
涙
ぐ
ま
し
い
川
柳

も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
幼
児
な
ど
が
熱
が
っ
て
泣
き

叫
ぶ
の
を
押
さ
え
つ
け
て
、
お
灸
を
据
え
る
の
が
当

時
の
親
た
ち
の
愛
情
の
発
露
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

「
お
灸
を
据
え
る
」
と
は
、
本
来
ヨ
モ
ギ
の
綿
毛
か

ら
作
る
「
も
ぐ
さ
」
に
火
を
つ
け
て
体
の
ツ
ボ
に
置

き
、
温
め
る
治
療
法
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
若
い
世

代
の
方
は
、
「
お
灸
」
を
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と

も
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
か
く
言
う
私
も
、
本
物

の
お
灸
を
据
え
ら
れ
た
こ
と
も
な
く
、
実
際
お
灸
を

据
え
ら
れ
て
い
る
人
を
、
こ
の
目
で
見
た
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
。 

江
戸
時
代
に
は
懲
罰
と
し
て
家
庭
や
寺
子
屋
で
お

灸
を
据
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
こ
か
ら
転

じ
て
、
現
代
で
は
「
お
灸
を
据
え
る
」
＝
（
説
教
す

る
・
厳
し
く
懲
ら
し
め
る
・
戒
め
の
た
め
に
痛
い
目

に
あ
わ
せ
る
）
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

一
昔
前
、
親
が
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
子
ど
も
に

対
し
て
、
手
を
あ
げ
た
り
、
力
任
せ
に
何
か
を
さ
せ

た
り
す
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。
今
こ
ん
な
こ

と
を
す
れ
ば
児
童
相
談
所
に
通
報
さ
れ
、
虐
待
の
疑

い
を
か
け
ら
れ
か
ね
ま
せ
ん
。
無
論
、
体
罰
は
論
外

な
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
い
っ
た

社
会
の
風
潮
の
中
で
、
他
人
の
目
を
気
に
す
る
あ
ま

り
、
親
御
さ
ん
た
ち
は
「
褒
め
る
」
こ
と
で
子
ど 

 
 

も
た
ち
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
は
い
ま
せ

ん
で
し
ょ
う
か
。
育
児
本
に
も
「
た
く
さ
ん
褒
め
て

子
ど
も
の
自
己
肯
定
感
を
高
め
ま
し
ょ
う
。
」
な
ど

と
書
い
て
あ
る
の
で
、
そ
の
通
り
に
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
褒
め
て
育
て
る
の
は
悪
い
こ
と
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
ど
こ
ま
で
や
る
か
と

い
う
程
度
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
親
御
さ
ん
が
子
ど

も
を
適
度
に
褒
め
る
の
な
ら
よ
い
の
で
す
が
、
褒
め

る
と
い
う
よ
り
、
過
剰
に
お
だ
て
る
、
子
ど
も
の
機

嫌
を
心
配
し
、
親
御
さ
ん
が
絶
え
ず
子
ど
も
の
顔
色

を
う
か
が
う
よ
う
に
な
る
と
も
う
危
険
信
号
。 

褒
め
る
に
値
し
な
い
こ
と
ま
で
何
で
も
か
ん
で
も

褒
め
る
よ
う
な
環
境
で
育
て
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は

学
校
で
も
教
員
に
そ
れ
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

「
先
生
、
日
記
を
出
し
ま
し
た
。
」
「
先
生
、
体

育
着
に
着
替
え
ま
し
た
。
」
「
先
生
、
手
を
洗
っ
て

給
食
を
ち
ゃ
ん
と
食
べ
ま
し
た
。
」
な
ど
と
言
っ
て

褒
め
て
も
ら
お
う
と
す
る
。
小
学
生
な
ら
で
き
て
当

然
の
こ
と
で
も
、
褒
め
ら
れ
中
毒
に
な
っ
て
い
る
お

子
さ
ん
は
、
絶
え
ず
褒
め
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
禁
断

症
状
が
出
る
か
、
褒
め
て
く
れ
る
人
が
い
な
く
な
る

と
、
何
も
し
な
く
な
る
か
で
す
。 

体
罰
に
せ
よ
褒
め
す
ぎ
に
せ
よ
、
両
極
端
に
陥
ら

ぬ
よ
う
に
相
当
な
注
意
を
払
い
つ
つ
、
子
ど
も
た
ち

に
「
適
切
な
お
灸
」
を
据
え
ら
れ
る
大
人
で
あ
り
た

い
も
の
で
す
。 

「
二
日
に
は 

母
も
子
の
た
め 

鬼
に
な
り
」 

 
 
 
 
 

（
立
教
小
学
校
校
長 

田
代 

正
行
） 


