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立 

春 

二
月
四
日 

 
 

春
の
始
ま
り
。
「春
の
気
始
め
て
立
つ
」 

 

雨 

水 

二
月
十
八
日 

 

雪
が
雨
に
変
わ
り
、
氷
が
融
け
て
水
に
な

る
。  

 
 

 

「氷
雪
融
け
雨
水
温
む
」 

    

二十四節季 

オ
キ
ド
キ
ニ
ュ
ー
ス 
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二
月
号 

 
 
 
 

新 
年 

会 

 

オ
キ
ド
キ 

一
月
八
日
（ 

土
曜
日
）、
「
オ
キ
ド
キ
新
年
会
」

を
開
催
し
ま
し
た
。 

当
日
は
ご
利
用
者
様
に
正
月
の
気
分
を
味
わ

っ
て
頂
こ
う
、
三
階
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
前
に
鳥
居
を

設
け
「
オ
キ
ド
キ
神
社
」
を
特
設
し
ま
し
た
。 

今
回
も
、
ご
利
用
者
同
士
の
距
離
を
保
ち
、 

「
オ
キ
ド
キ
神
社
」
そ
れ
ぞ
れ
一
年
の
抱
負
や
、
願

い
事
を
し
、
参
拝
し
て
頂
き
ま
し
た
。
参
拝
を
終

え
た
ご
利
用
者
に
職
員
が
ふ
ん
す
る
神
主
が
出

迎
え
、
無
病
息
災
を
祈
願
し
ま
し
た
。 

続
い
て
職
員
に
よ
る
「二
人
羽
織
」を
行
な
い
ま

し
た
。
職
員
が
目
の
前
の
お
菓
子
に
悪
戦
苦
闘
し

な
が
ら
、
食
べ
よ
う
と
し
て
い
る
姿
に
「も
っ
と
上

だ
」、
「も
っ
と
下
だ
」な
ど
の
声
が
飛
び
交
い
、
職

員
も
皆
様
に
笑
い
を
お
届
け
で
き
る
よ
う
、
必
死

に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。 

   

       

《
総
務
課
よ
り
》 

利
用
料
の
お
支
払
い
は
毎
月
十
五
日
ま
で
に

な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
協
力
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
窓
口
で
の
お
支
払
い
は
年
中
無
休
、
午
前

九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。 
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洋
食
め
ぐ
り
「ロ
ー
ル
キ
ャ
ベ
ツ
」 

 

ロ
ー
ル
キ
ャ
ベ
ツ
は
、
タ
マ
ネ
ギ
や
調
味
料
を
混
ぜ

合
わ
せ
た
挽
き
肉
ダ
ネ
を
、
キ
ャ
ベ
ツ
の
葉
で
巻
き
込

み
、
ス
ー
プ
で
煮
込
ん
だ
料
理
で
す
。
日
本
で
は
洋
食

メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
広
く
浸
透
し
て
い
ま
す 

昼
食
に
提
供
し
ま
す
の
で
、
ご
賞
味
下
さ
い
。 

 

 

 

 

２月 11日昼食に提供 

食に提供！ 

 
 

 
 

節
分
に
つ
い
て 

節
分
は
厄
お
と
し
や
魔
除
け
の
お
祓
い
を
す
る

行
事
で
す
。
現
在
で
は
立
春
の
前
日
に
行
わ
れ
る

豆
ま
き
し
か
一
般
的
に
は
行
事
が
残
っ
て
お
ら
ず
、

今
回
は
「
柊
鰯
」
と
「
豆
ま
き
」
に
つ
い
て
ご
紹
介
し

ま
す
。 

節
分
は
立
春
、
立
夏
、
立
秋
、
立
冬
と
季
節
の
最

後
の
日
の
事
を
そ
の
名
で
呼
び
、
季
節
の
最
後
の

日
に
魔
物
や
厄
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
習
わ
し
が
あ

り
ま
す
。
立
春
と
呼
ば
れ
る
春
が
始
ま
る
前
日
の

二
月
二
日
は
旧
暦
で
い
う
と
、
十
二
月
三
十
一
日

の
大
晦
日
に
当
た
り
ま
す
。
大
晦
日
の
日
に
新
春

に
向
け
て
厄
払
い
を
す
る
行
事
と
し
て
豆
ま
き
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

豆
ま
き
の
時
に
は
一
般
的
に
「
鬼
は
外
。
福
は

内
」
と
言
い
な
が
ら
豆
を
投
げ
ま
す
が
、
こ
れ
は
鬼

（
厄
や
邪
気
）
は
家
の
外
へ
、
福
（
良
い
こ
と
や
幸
運

を
招
い
て
く
れ
る
福
の
神
）
は
家
の
中
へ
ど
う
ぞ
、

と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
た
め
「
鬼
は
外
」
と
言
う
と
き
は
家
の
戸
や

窓
を
開
け
放
ち
、
外
に
向
か
っ
て
豆
を
投
げ
、
「
福

は
内
」
と
言
う
と
き
に
は
出
て
い
っ
た
鬼
が
戻
ら
な

い
よ
う
に
戸
や
窓
を
閉
め
、
家
の
中
に
向
か
っ
て
豆

を
投
げ
ま
す
。
「
悪
い
こ
と
は
外
に
出
て
行
っ
て
も

ら
っ
て
、
良
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
や
っ
て
来
ま
す
よ

う
に
」
と
一
年
の
無
病
息
災
を
願
い
な
が
ら
豆
を

ま
き
ま
し
ょ
う
。 

写真はあくまでイメージです。 

お
願
い 

施
設
に
衣
類
等
を
御
持
参
い
た
だ
く
場
合
、
他
の

ご
利
用
者
様
の
衣
類
な
ど
と
間
違
い
が
な
い
よ
う

に
、
必
ず
お
名
前
を
書
い
て
頂
き
ま
す
よ
う
に
お
願

い
致
し
ま
す
。
職
員
も
注
意
し
て
お
り
ま
す
が
、
お

名
前
の
記
入
漏
れ
が
な
い
よ
う
皆
様
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。 

 

柊
鰯
を
飾
る
の
は
な
ぜ
？ 

節
分
に
、
家
の
玄
関
先
に
飾
る
、 

焼
い
た
鰯
の
頭
を
葉
付
き
の 

柊
の
枝
に
刺
し
た
「
柊
鰯
（
ひ
い
ら
ぎ
い
わ
し
）
」
と
い

う
飾
り
が
あ
り
ま
す
。 

柊
鰯
を
飾
る
意
味
は
「
魔
除
け
・
厄
除
け
」
。
鬼
の

嫌
い
な
鰯
の
匂
い
と
、
ト
ゲ
ト
ゲ
し
た
柊
の
葉
っ
ぱ
で

鬼
の
目
を
刺
し
、
邪
気
の
象
徴
で
あ
る
鬼
が
家
の
中

に
侵
入
し
て
く
る
の
を
防
ぐ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
「
鬼
の
好
物
の
鰯
で
、
鬼
を
玄

関
へ
お
び
き
寄
せ
て
柊
の
葉
で
鬼
を
退
治
す
る
」
と
い

う
反
対
の
説
で
も
あ
る
そ
う
で
す
。 

 

豆
ま
き
に
大
豆
を
使
う
の
は
な
ぜ
？ 

日
本
で
は
古
く
か
ら
、
大
豆
に
は
邪
気
を
祓
う
穀

霊
が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
「
豆
＝

魔(

ま)

を
滅(

め)

す
る
」
と
い
う
意
味
や
「
豆
を
炒
る

＝
魔
の
目
を
射
（
い
）
る
」
と
い
う
語
呂
合
わ
せ
か
ら
、

鬼
の
目
を
射
っ
て
鬼
（
邪
気
）
を
祓
う
と
い
う
意
味
が

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。  

ま
た
、
生
の
豆
を
ま
く
と
拾
い
忘
れ
た
時
に 

豆
か
ら
芽
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
節
分

で
ま
い
た
豆
が
芽
を
出
す
の
は
「
邪
気
が
芽
を
出
す
」

と
し
て
縁
起
が
悪
い
と
さ
れ
、
芽
が
出
な
い
よ
う
に
必

ず
炒
っ
た
豆
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す 

 介
護
保
険
証
の
更
新
手
続
き
は
お
早
め
に 

ご
利
用
者
の
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
か
ら
、
有
効

期
限
二
ヶ
月
前
に
更
新
手
続
き
の
申
請
書
類
「介
護

保
険
（変
更
・更
新
）申
請
書
」が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
速
や
か
に
市
区
町
村
に
ご

提
出
し
て
頂
く
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。  

更
新
手
続
き
が
遅
れ
、
認
定
有
効
期
限
が
過
ぎ
て

し
ま
い
ま
す
と
、
「新
た
な
要
介
護
度
」が
決
ま
ら
な

い
た
め
に
、
「保
険
請
求
、
利
用
料
の
請
求
、
今
後
の

方
向
性
の
支
援
」な
ど
が
出
来
ま
せ
ん
。
ま
た
、
介
護

認
定
の
結
果
「要
支
援
」と
認
定
さ
れ
た
場
合
は
、
入

所
の
継
続
が
出
来
ず
退
所
と
な
り
ま
す
の
で
、
「介

護
保
険
の
更
新
手
続
き
書
類
」が
郵
送
さ
れ
ま
し
た

ら
、
直
ぐ
に
申
請
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

 

 
 

鬼
の
正
体
っ
て
何
？ 

節
分
に
現
れ
る
、
鬼
は
鬼
門
（
き
も
ん
）
と
呼
ば
れ

て
い
る
方
角
の
事
で
す
。
鬼
門
（き
も
ん
）は
北
東
の
方

角
を
指
し
、
こ
の
方
角
か
ら
邪
気
や
魔
物
が
入
っ
て
く

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

干
支
で
表
す
と
丑
（
う
し
）
と
寅
（
と
ら
）
に
な
り
ま

す
。
丑
（
う
し
）
に
は
角
が
あ
り
、
寅
（
と
ら
）
は
黒
と
黄

の
縞
模
様
が
あ
る
こ
と
か
ら
現
在
の
鬼
の
イ
メ
ー
ジ

が
出
来
上
が
っ
た
よ
う
で
す
。 

ま
た
、
裏
鬼
門
と
呼
ば
れ
て
い
る
南
西
の
方
角
に
あ

る
干
支
は
申
（さ
る
）、
酉
（と
り
）、
戌
（い
ぬ
）
が
配
置

さ
れ
て
い
て
、
昔
話
の
「も
も
た
ろ
う
」が
鬼
ヶ
島
へ
鬼

退
治
に
行
く
時
に
、
お
供
に
連
れ
て
行
っ
た
動
物
達

（猿
・雉
・犬
）が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
「も
も
た
ろ
う
」

の
お
話
も
、
節
分
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に

出
来
上
が
っ
た
物
語
で
す
。 

 


