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節
分
は
「
立
春
」
「
立
夏
」
「
立
秋
」
「
立
冬
」
の
前
日

の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
通
常
は
、
二
月
三
日
で
す
。
し

か
し
、
今
年
は
二
月
二
日
と
な
り
ま
す
。
節
分
の
日
が

変
わ
る
の
は
三
十
七
年
振
り
で
す
。
ま
た
、
節
分
が
二

月
二
日
に
な
る
の
は
百
二
十
四
年
振
り
で
す
。
例
年
と

日
に
ち
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
節

分
は
、
名
前
の
通
り
「
季
節
を
分
け
る
」
と
い
う
意
味

を
表
し
て
い
ま
す
。
立
春
・
立
夏
・
立
秋
・
立
冬
は
季

節
の
始
ま
り
の
日
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
の
前

日
は
季
節
の
変
わ
り
目
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
れ
が
節
分

だ
っ
た
の
で
す
。

現
代
で
は
節
分
は
一
回
だ
け
で
す
。
こ
れ
は
四
つ
の
季

節
の
中
で
「
立
春
」
が
最
も
重
視
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

す
。
春
が
始
ま
る
立
春
は
、
新
年
の
始
ま
り
で
も
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
た
め
徐
々
に
立
春
の
前
日
だ
け
を
節
分

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
現
代
の
節
分
の
由
来
だ

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
節
分
に
は
豆
を
ま
き
ま
す
が
、
そ
の
由
来
は
諸

説
あ
り
ま
す
。
現
代
で
は
十
二
月
三
十
一
日
が
大
晦

日
、
一
月
一
日
が
元
日
で
新
年
の
始
ま
り
と
な
り
ま

す
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
昔
は
立
春
が
新
年
の

始
ま
り
で
、
立
春
の
前
日
で
あ
る
節
分
が
大
晦
日
で

し
た
。
一
年
を
締
め
く
く
る
節
分
は
、
そ
の
年
の
中

で
も
特
に
重
要
な
日
で
す
。
新
年
に
向
け
、
厄
祓
い

を
す
る
行
事
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
豆
ま
き
の

由
来
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
な
ぜ

豆
ま
き
に
大
豆
を
使
う
の
で
し
ょ
う
か
。
も
と
も
と

日
本
で
は
、
穀
物
な
ど
に
邪
気
を
払
う
力
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
特
に
大
豆
は
米
や
麦
と
同

等
の
重
要
な
穀
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
魔
除
け

や
生
命
力
に
関
す
る
霊
力
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
お
祓
い
な

ど
の
行
事
な
ど
で
は
大
豆
が
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
た

と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
暴
れ
て
い
る
鬼
の

目
に
炒
っ
た
豆
を
投
げ
つ
け
て
鬼
退
治
が
で
き
た
と

い
う
説
や
、
魔
物
（
鬼
）
の
目
の
文
字
を
取
っ
て
「
魔

目
（
ま
め
）
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
き
て
い
る
、

と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。



ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎

今
年
の
杉
花
粉
の
飛
び
始
め
は
全
国
的
に
は
例
年

並
み
、
飛
散
量
は
や
や
少
な
め
と
予
想
さ
れ
て
い
ま

す
。
群
馬
県
で
は
二
月
中
旬
頃
か
ら
飛
び
始
め
、
飛

散
量
は
昨
年
並
み
と
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
症
状

が
軽
か
っ
た
人
も
今
年
は
注
意
が
必
要
で
す
。
飛
散

量
の
予
測
は
夏
の
気
象
条
件
が
影
響
し
、
気
温
が
高

く
、
日
照
時
間
が
多
く
、
雨
の
少
な
い
夏
の
翌
春
は

多
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻

炎
に
な
る
人
は
ス
ギ
だ
け
で
は
な
く
、
三
月
頃
か
ら

は
ヒ
ノ
キ
、
五
月
に
は
イ
ネ
、
八
月
頃
に
は
ブ
タ
ク

サ
や
ヨ
モ
ギ
な
ど
の
花
粉
に
反
応
し
た
り
、
ハ
ウ
ス

ダ
ス
ト
や
黄
砂
も
原
因
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
体
質

の
改
善
や
食
生
活
の
見
直
し
、
規
則
正
し
い
生
活
を

心
が
け
、
症
状
を
感
じ
た
ら
早
め
の
対
策
を
し
、
重

症
化
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

【
新
年
号
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
解
答
】

今
回
の
解
答
は
「
カ
イ
テ
キ
セ
イ
カ
ツ
」
で
す
。
応
募

さ
れ
た
方
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
貴
重
な
ご
意
見
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
の
瓦
版
作
成
に
活
か
し

て
い
き
ま
す
。

広報委員会リーダー 宮本紘志

応
募
総
数
は
２
９
９
通
で
し
た
（
う
ち
正
解

は
２
９
７
通
）
。
た
く
さ
ん
の
方
に
ご
応
募
い
た

だ
き
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
次
の

通
り
１
０
名
の
当
選
者
が
決
定
し
ま
し
た
。

【
当
選
者
】
（
順
不
同
）

・
富
岡
市
富
岡

青
柳
省
吾
様

・
富
岡
市
中
高
瀬

市
川
旭
様

・
富
岡
市
七
日
市

小
川
千
鶴
子
様

・
富
岡
市
南
蛇
井

木
暮
真
紀
様

・
妙
義
町
下
高
田

真
砂
知
恵
子
様

・
下
仁
田
町
馬
山

山
岸
も
と
子
様

・
南
牧
村
磐
戸

小
池
美
恵
子
様

・
安
中
市
下
磯
部

原
俊
夫
様

・
甘
楽
町
金
井

飯
野
茂
様

・
高
崎
市
吉
井
町

堀
越
久
身
江
様

※
当
選
者
の
方
に
は
、
地
域
と
お
名
前
を
掲
載

す
る
旨
を
ご
了
解
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

新
春
特
別
企
画
！

新
年
号
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル

Ｑ
Ｕ
Ｏ
カ
ー
ド
当
選
者
発
表
!!



漢
字
読
め
ま
す
か
？

ア
メ
ジ
ス
ト

ア
メ
ジ
ス
ト
は
二
月
の
誕
生
石
で
す
。
『
愛
の
守
護

石
』
『
真
実
の
愛
を
守
り
ぬ
く
石
』
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
色
は
紫
色
で
、
特
に
日
本
で
は
最
も
気
高
い
色

と
さ
れ
、
宗
教
的
な
儀
式
で
は
非
常
に
大
切
に
さ
れ
て

き
た
色
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
で
は
、
聖
徳
太

子
が
定
め
た
『
冠
位
十
二
階
』
で
最
高
位
の
色
と
し
て

崇
め
ら
れ
、
特
に
中
国
で
は
皇
帝
だ
け
が
身
に
つ
け
る

こ
と
を
許
さ
れ
た
色
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
『
愛
の
守

護
石
』
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
《
愛
と
慈
し
み
の
心
》

を
芽
生
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
実
の
愛
を
守
る

パ
ワ
ー
を
与
え
て
く
れ
る
そ
う
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
『
素
敵
な
恋
人
を
ま
ね
き
よ
せ
る
石
』
と
も
言
わ
れ

る
一
方
で
、
『
高
ま
り
す
ぎ
た
熱
情
を
穏
や
か
に
さ
ま

す
力
』
が
あ
る
と
も
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
パ
ワ
ー
か
ら
も
、
恋
愛
成
就
を
大
き
く
サ
ポ
ー

ト
し
て
く
れ
る
素
敵
な
パ
ワ
ー
ス
ト
ー
ン
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
ヒ
ー
リ
ン
グ
効
果
が
非
常
に
強
く
、
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
に
な
り
が
ち
な
方
に
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
癒
し
を
、

ハ
ー
ト
が
傷
つ
い
て
し
ま
っ
た
人
に
は
や
す
ら
ぎ
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
て
く
れ
る
み
た
い
で
す
。

ブ
ロ
グ
記
事
ご
紹
介

プ
ー
ド
ル

古
く
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
で
の

人
気
が
高
く
、
「
フ
レ
ン
チ
・
プ
ー
ド
ル
」
と
呼

称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
プ
ー
ド
ル
は
、
も

と
も
と
リ
ト
リ
ー
バ
ー
と
し
て
主
人
が
撃
ち
落
と

し
た
鳥
を
回
収
す
る
の
に
飼
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

少
し
小
さ
い
ミ
ニ
チ
ュ
ア
・
プ
ー
ド
ル
は
サ
ー
カ

ス
や
家
庭
で
芸
を
仕
込
む
た
め
に
、
飼
い
や
す
い

よ
う
小
型
化
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
小
さ
い

ト
イ
・
プ
ー
ド
ル
は
純
粋
に
愛
玩
犬
と
し
て
飼
育

す
る
た
め
に
更
に
小
型
化
し
ま
し
た
。

次
の
漢
字
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

①
依
怙
地

②
十
六
夜

③
似
而
非

④
匙
加
減

⑤
獅
子
吼

⑥
数
寄
屋

⑦
蒲
公
英

⑧
流
鏑
馬

◎
差
し
掛
け
設
置
工
事

先
日
、
富
岡
市
内
の
お
客
様
宅
に
て
差
し
掛
け
設
置

工
事
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
今
ま
で
は
隣
に
建
物

が
あ
り
必
要
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
建
物
を
解
体

し
た
の
で
設
置
し
た
い
と
の
事
で
し
た
。
大
工
さ
ん

に
下
地
を
造
作
し
て
も
ら
い
、
板
金
屋
さ
ん
に
板
金

屋
根
と
雨
樋
を
取
付
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
し
っ
か

り
し
た
仕
上
が
り
で
お
客
様
に
も
喜
ん
で
頂
き
ま
し

た
。

リ
フ
ォ
ー
ム
部

田
貝
洋
興

（12月14日掲載記事）

ブログ記事は毎日更新！！
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漢
字
読
め
ま
す
か
？

解
答

暮らしの雑学・豆知識

●○●○●○●○●○●○●○●○●

～雨水～
う す い

雨水とは、季節を表す二十四節気の

中の第２番目の暦です。文字のように

雨と水のことで、雪や凍っていた氷が

水になる頃という意味です。かつては

正月中（通常旧暦の１月）の期間にあ

りましたが、今年は２月１８日です。

暦では1日単位ですが、天文学ではそ

の瞬間となってます。積雪期のピーク

であり、それゆえ、この時節から寒さも

峠を越え、寒さがゆるみ始めると見るこ

とができます。春一番が吹き、鶯の鳴

き声が聞こえ始める地域もあります。

また、昔から農耕の準備を始める目安

ともされてきました。

①
依
怙
地
（
い
こ
じ
）

意
地
を
張
り
頑
固
な
こ
と

②
十
六
夜
（
い
ざ
よ
い
）

陰
暦
で
毎
月
１
６
日
の
夜

③
似
而
非
（
え
せ
）

ま
や
か
し
。
偽
物

④
匙
加
減
（
さ
じ
か
げ
ん
）

薬
の
調
合
の
具
合
。
手
加

減
の
加
え
方

⑤
獅
子
吼
（
し
し
く
）

大
い
に
雄
弁
を
振
る
う

こ
と

⑥
数
寄
屋
（
す
き
や
）

日
本
の
建
築
様
式
の
一
つ

で
、
茶
の
湯
を
行
う
建
物

⑦
蒲
公
英
（
た
ん
ぽ
ぽ
）

キ
ク
科
の
多
年
生
植
物

⑧
流
鏑
馬
（
や
ぶ
さ
め
）

馬
に
乗
っ
て
走
り
な
が
ら

鏑
矢(

か
ぶ
ら
や)

で
的
を
射

る
こ
と

多
く
の
家
で
使
わ
れ
て
い
る
電
気
ス
ト
ー
ブ

で
す
が
、
ス
ト
ー
ブ
火
災
の
う
ち
、
電
気
ス

ト
ー
ブ
が
八
割
ほ
ど
を
占
め
て
い
ま
す
。
電

気
ス
ト
ー
ブ
の
前
面
十
㎝
以
内
は
、
燃
え
や

す
い
も
の
を
置
か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

電
気
ス
ト
ー
ブ
を
使
う
際
に
は
、
次
の
こ
と

を
守
り
ま
し
ょ
う
。「
外
出
や
寝
る
前
に
消
す
」

「
燃
え
や
す
い
物
の
近
く
に
置
か
な
い
」
「
ス

ト
ー
ブ
の
上
に
洗
濯
物
を
干
さ
な
い
」
「
使
わ

な
い
時
は
電
源
プ
ラ
グ
を
コ
ン
セ
ン
ト
か
ら

電
気
ス
ト
ー
ブ
の
危
険

恵
方
巻
き

ホームページは、下記
からご覧いただけます。

今
年
の
恵
方
巻
き
の
方
角
は
、「
南
南
東
や

や
南
」
で
す
。
縁
起
が
良
い
と
さ
れ
る
、「
無

言
で
食
べ
る
」
を
実
施
し
、
コ
ロ
ナ
を
吹
き

飛
ば
し
て
良
い
年
に
な
る
よ
う
お
祈
り
し
ま

し
ょ
う
。

抜
く
」
「
電
源
プ
ラ
グ
や
コ
ー
ド
が
痛
ん
で

い
た
ら
使
用
し
な
い
」
「
取
扱
説
明
書
を
よ

く
読
む
」
。
空
気
が
乾
燥
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
取
り
扱
い
に
は
、
く
れ
ぐ
れ
も
ご
注
意

く
だ
さ
い
。




