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節
分
と
は
、
季
節
の
節
目
を
指
す
分
か
れ
目
の

こ
と
で
す
。
寒
く
厳
し
い
冬
が
終
わ
り
を
告
げ
、

生
命
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ
る
春
が
や
っ
て
く
る
。

そ
の
瞬
間
の
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
春
の
始
ま
り

の
こ
と
を
立
春
と
い
い
ま
す
が
、
節
分
は
そ
の
前

日
に
あ
た
り
ま
す
。

今
の
暦
で
は
二
月
三
日
が
節
分
で
す
が
、
昔
の

暦
（
旧
暦
）
で
は
立
春
を
一
年
の
始
ま
り
と
し
て

い
た
の
で
、
節
分
は
大
晦
日
に
あ
た
り
ま
し
た
。

節
分
は
豆
ま
き
で
厄
を
払
い
翌
日
か
ら
の
新
し

い
1
年
を
迎
え
る
大
切
な
日
だ
っ
た
の
で
す
。

節
分
の
起
源
は
、
文
武
天
皇
の
慶
雲
三
年
（
七

〇
六
）
に
宮
中
で
初
め
て
営
ま
れ
た
こ
と
が
「
続

日
本
紀
」
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
記
事
に
よ

る
と
、
慶
雲
三
年
に
は
諸
国
に
疫
病
が
蔓
延
し
多

く
の
死
者
が
出
た
の
で
大
い
に
「
お
に
や
ら
い
」

し
た
の
だ
と
か
。

宮
中
で
は
官
職
の
者
が
鬼
の

姿
を
し
て
災
害
や
疫
病
な
ど
の

災
い
に
見
立
て
、
ま
た
黄
金
の

仮
面
に
矛
や
盾
を
持
っ
た
者
が

豆
を
撒
き
な
が
ら
悪
魔
悪
鬼
を

追
い
払
い
新
し
い
年
を
迎
え
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

◆◆◆◆
雛雛雛雛
祭祭祭祭
◆◆◆◆

二
月
二
二
日
～
三
月
二
一
日
、
御
殿
堰
で
は

三
大
つ
る
し
飾
り
を
展
示
致
し
ま
す
。
今
回
の

大
黒
天
頼
り
で
は
「
雛
祭
」
に
つ
い
て
お
話
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

御
殿
堰

大
黒
天
便
り

山
形
市
中
心
市
街
地
を
流
れ

る
御
殿
堰
。
そ
の
豊
か
な
水
の

流
れ
を
見
守
っ
て
い
る
の
が
私

「
御
殿
堰
大
黒
天
」
で
す
。

「
大
黒
天
便
り
」
で
は
、
わ
た
し
大
黒
天
が
御

殿
堰
の
歴
史
・
季
節
の
話
題
・
生
活
の
知
恵
な

ど
『
な
る
ほ
ど
！
』
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
内

容
を
お
伝
え
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
第
七
号
で
す
。

次
号
の
発
行
は
三
月
七
日
で
す
。

来
月
も
皆
様
と
紙
面
で
お
会
い
で
き
る
の
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

山山山山
形形形形
ああああ
れれれれ
ここここ
れれれれ

④④④④
傘傘傘傘
福福福福

日
本
三
大
つ
る
し
飾
り
の
ひ
と
つ
「
傘
福
」
。

傘
福
と
は
、
山
形
県
酒
田
市
周
辺
で
飾
ら
れ
る

つ
る
し
飾
り
で
、
笠
福
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

「
幸
せ
に
な
っ
て
ほ
し
い
」
「
健
や
か
に
育
っ
て

ほ
し
い
」
そ
ん
な
母
た
ち
の
切
な
る
願
い
を
込

め
て
ひ
と
針
ひ
と
針
縫
い
進
ん
で
つ
く
り
あ

げ
る
伝
統
の
つ
る
し
雛
で
す
。

雛
祭
り
と
言
え
ば
、
雛
段
に
お
雛
様
を
飾
っ

て
お
祝
い
す
る
の
が
一
般
的
で
す
が
、
糸
に
人

形
な
ど
を
つ
る
す
「
つ
る
し
雛
」
と
呼
ば
れ
る
地

域
も
あ
り
ま
す
。
特
に
福
岡
県
柳
川
の
「
さ
げ

も
ん
」
・
静
岡
県
稲
取
の
「
雛
の
つ
る
し
飾

り
」
・
山
形
県
酒
田
の
「
傘
福
」
は
三
大
つ
る
し

飾
り
と
し
て
有
名
で
す
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、

主
に
江
戸
時
代
、
女
中
や
裕
福
な
家
庭
の
女
性

が
香
袋
や
琴
爪
入
れ
な
ど
を
つ
く
っ
て
い
た

の
が
起
源
。
や
が
て
庶
民
に
も
伝
わ
り
、
雛
祭

り
に
飾
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
つ
る
し
雛
に
使
わ
れ
る
飾
り
物
は
単
な
る

工
芸
品
で
は
な
く
、
延
命
長
寿
・
無
病
息
災
・

良
縁
・
安
産
と
い
っ
た
想
い
が
込
め
ら
れ
て

い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
の
も
特
徴
の
ひ
と
つ
で
す
。

『
傘
福
』
の
発
祥
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

江
戸
時
代
に
お
い
て
酒
田
は
米
の
積
み
出
し

港
と
し
て
栄
え
、
北
前
航
路
（
西
廻
り
）
を
通
じ

て
京
都
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
北
前

船
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
一
七
六
五
年
に
酒
田
市
の
豪
商
・
本

間
家
三
代
本
間
光
丘
は
、
京
都
の
祇
園
祭
山
鉾

巡
行
に
習
い
、
山
王
祭
り
を
盛
大
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
酒
田
の
町
を
活
性
化
さ
せ
よ
う
と

京
都
の
人
形
師
に
山
車
製
作
を
依
頼
し
た
の

だ
と
か
。
こ
の
と
き
運
ば
れ
て
き
た
山
車
の
上

段
に
あ
っ
た
傘
と
の
関
係
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。
尚
、
こ
の
山
車
は
酒
田
の
亀
ヶ

崎
城
に
ち
な
ん
で
亀
鉾
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

『『『『
雛雛雛雛
祭祭祭祭
のののの
ルルルル
ーーーー
ツツツツ
』』』』

雛
祭
＝
桃
の
節
句
の
起
源
は
、
平
安
時
代
ま

で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
昔
の
日
本
に
は
五
つ
の

節
句
が
あ
り
ま
し
た
。

人
日
（
じ
ん
じ
つ
）
→
一
月
七
日
「
七
草
が
ゆ
」

上
巳
（
じ
ょ
う
し
）
→
三
月
三
日
「
桃
の
節
句
」

端
午
（
た
ん
ご
）
→
五
月
五
日
「
端
午
の
節
句
」

七
夕
（
た
な
ば
た
）
→
七
月
七
日
「
七
夕
祭
り
」

重
陽
（
ち
ょ
う
よ
う
）
→
九
月
九
日
「
菊
の
節
句
」

雛
祭
の
ル
ー
ツ
は
上
巳
の
節
句
。
上
巳
と
は

三
月
上
旬
の
巳
の
日
と
い
う
意
味
で
、
後
に
日

付
が
変
動
し
な
い
よ
う
三
月
三
日
と
な
り
ま

し
た
。
そ
の
起
源
は
三
〇
〇
年
頃
の
古
代
中
国

で
起
こ
っ
た
上
巳
節
に
遡
り
ま
す
。
昔
か
ら
季

節
や
物
事
の
節
目
に
は
災
い
を
も
た
ら
す
邪

気
が
入
り
や
す
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
為
、
川

の
水
に
心
身
の
穢
れ
を
流
し
て
厄
を
祓
う
行

事
や
、
杯
を
水
に
流
し
て
宴
を
催
す
曲
水
の
宴

な
ど
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
季
節
の
節
目
の

邪
気
祓
い
行
事
と
し
て
、
皆
の
幸
福
を
願
う
行

事
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
上
巳
節
は
遣
唐
使
が
日

本
に
伝
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は

平
安
時
代
、
上
巳
の
節
句
の
日
は
薬
草
を
摘
ん

で
、
そ
の
薬
草
で
体
の
け
が
れ
を
祓
っ
て
健

康
・
厄
除
け
を
願
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

日
本
で
も
古
く
か
ら
禊
（
み
そ
ぎ
）
や
祓
い
の

思
想
や
、
形
代
と
い
う
身
代
わ
り
信
仰
が
あ
っ

た
た
め
、
そ
れ
が
上
巳
節
と
結
び
つ
き
、
上
巳

の
節
句
と
し
て
日
本
独
自
の
文
化
と
し
て
定

着
。
そ
の
ひ
と
つ
が
流
し
雛
で
、
こ
れ
は
自
分

の
体
を
草
木
や
わ
ら
で
こ
し
ら
え
た
人
形
で

撫
で
て
穢
れ
を
移
し
、
そ
れ
を
川
に
流
す
神
事

が
上
巳
節
と
混
じ
り
あ
っ
た
も
の
で
、
今
で
も

そ
の
伝
統
を
守
っ
て
い
る
地
域
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
節
句
と
い
う
行
事
が
、
貴
族
の
間
で
は
季

節
の
節
目
の
身
の
汚
れ
を
祓
う
大
切
な
も
の

で
し
た
。
室
町
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
節
句
が

三
月
三
日
に
定
着
し
、
豪
華
な
お
雛
様
を
飾
っ

て
宮
中
で
盛
大
に
お
祝
い
を
す
る
よ
う
に
。
そ

れ
が
宮
中
か
ら
、
武
家
社
会
・
裕
福
な
家
庭
や

名
主
の
家
庭
へ
と
広
が
っ
て
い
き
、
今
の
雛
祭

の
原
型
が
完
成
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。

山
形
県
酒
田
市
周
辺
に
飾
ら
れ
る
『
傘
福
』
以
外

の
地
域
で
は
、
ど
の
よ
う
な
言
わ
れ
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
？

◆◆◆◆
ささささ
げげげげ
もももも
んんんん
（（（（
福福福福
岡岡岡岡
県県県県
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川川川川
））））

柳
川
『
さ
げ
も
ん
』
は
城
内
の
奥
女
中
が
着
物
の

残
り
布
で
、
子
ど
も
の
お
も
ち
ゃ
や
琴
爪
入
れ
を

作
っ
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
そ
れ
ら
を
下
げ
て
楽
し
む
様
に
な
り
、

今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
『
さ
げ
も
ん
』
は
、
七
列

の
赤
糸
に
各
七
個
の
細
工
を
つ
る
し
ま
す
。
そ
の

場
合
細
工
の
数
は
四
九
個
と
な
り
ま
す
が
、
子
ど

も
の
健
や
か
な

成
長
と
人
生
五
〇
年
と
言
わ

れ
て
い
た
時
代
に
、
一
年
で
も
長
生
き
し
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
親
の
願
い
・
縁
起
を
担
ぎ
、
五
〇

個
と
い
う
偶
数
で
は
割
り
切
れ
る
の
で
『
さ
げ
も

ん
』
の
輪
の
中
央
に
大
き
な
毬
を
二
個
下
げ
て
五

一
個
に
し
て
飾
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
か
。
さ

げ
る
順
序
は
決
ま
っ
て
い
て
、
上
中
段
に
飛
ぶ
も

の
・
山
の
も
の
・
木
に
な
る(

咲
く)

も
の
。
中
下

段
に
水
中
の
も
の
・
動
物
・
人
形
を
基
本
と
し

て
い
ま
す
。
最
下
段
は
這
い
人
形
、
柳
川
毬
に
な

る
の
だ
そ
う
で
す
。

◆◆◆◆
雛雛雛雛
のののの
つつつつ
るるるる
しししし
飾飾飾飾
りりりり
（（（（
静静静静
岡岡岡岡
県県県県
稲稲稲稲
取取取取
））））

江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る
伊
豆
稲
取
の
風
習
で
、

長
女
の
初
節
句
に

雛
壇
の
両
脇
に
無
病
息

災
・
良
縁
を
祈
願
し
て
細
工
を
吊
す
も
の
。
子
供

の
成
長
と
と
も
に
七
歳
・
成
人
・
嫁
入
り
の
機

会
に
は
ど
ん
ど
焼
き
で
お
焚
き
あ
げ
て
し
ま
う

為
、
古
い
も
の
は

あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

桃
＝
長
寿
・
猿
っ
子
＝
魔
除
け
・
三
角
＝
薬
袋

香
袋
を
基
本
と
し
、
五
〇
種
の
細
工
が
あ
り
ま
す
。

稲
取
で
は
、
五
列
の
赤
糸
に
各
一
一
個
の
細
工
を

つ
る
し
、
配
置
は
ド
ー
ム
型
の
交
差
し
た
中
心
に

一
列
、
さ
げ
わ
の
四
点
に
一
列
づ
つ
の
計
五
列
。

こ
れ
を
対
で
製
作
す
る
こ
と
に
よ
り
計
一
一
〇

個
の
細
工
が
つ
る
さ
れ
ま
す
。


