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日
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ち
講
」
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時
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分
か
ら
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立
春
と
旧
正
月
は
別
も
の
。
立
春
の

前
日
を
節
分
と
い
う
。
節
分
の
豆
ま
き

は
追
儺
と
い
う
行
事
か
ら
来
て
い
る
。

つ

い

な

［
解
説
］

立
春
と
い
う
の
は
「
二
十
四
節
気
」

に

じ

ゅ

う

し

せ
っ
き

(

一
年
を
春
夏
秋
冬
の
４
つ
に
分
け
、

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
を
６
つ
の
時
期
に
分

け
た
も
の)

の
一
番
最
初
の
節
気
で
す
。

毎
年
二
月
四
日
に
な
る
の
が
一
般
的
で

す
。

二
十
四
節
気
は
古
代
中
国
で
編
み
出
さ

れ
、
か
つ
て
中
国
で
は
国
王
が
季
節
を

司
り
、
王
の
宣
言
に
よ
っ
て
春
が
始
め

る
も
の
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
王
が

「
春
を
立
て
る
」
と
書
い
て
、
立
春
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

よ
く
立
春
と
ご
っ
ち
ゃ
に
な
り
や
す

い
の
が
、
旧
正
月
で
す
。
旧
正
月
は
旧

暦
の
１
月
１
日
の
こ
と
で
「
春
節
」
と

し
ゅ
ん
せ
つ

も
い
い
ま
す
。
立
春
は
太
陽
の
黄
道
上

（
太
陽
の
通
り
道)

の
動
き
を
も
と
に

し
た
暦
で
あ
る
の
に
対
し
、
旧
正
月
は

月
の
満
ち
欠
け
を
も
と
に
し
た
暦
な
の

で
、
そ
も
そ
も
根
本
的
な
考
え
に
違
い

が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
立
春
と
旧
正
月
が
重
な
る
こ

と
も
あ
る
よ
う
で
、
「
朔
旦
立
春
」
と

さ
く
た
ん
り
っ
し
ゅ
ん

呼
ば
れ
、
と
て
も
縁
起
が
い
い
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
前
回
は
１
９
９
２
年
だ
っ

た
そ
う
で
、
次
は
２
０
３
８
年
に
訪
れ

る
そ
う
で
す
。

旧
正
月
は
東
ア
ジ
ア
の
国
々(

中
国
、

韓
国
、
台
湾
、
ベ
ト
ナ
ム
、
マ
レ
ー
シ

ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
）

で
は
よ
く
お
祝
い
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、

日
本
だ
け
は
旧
正
月
を
祝
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
明
治
時
代
で
欧
米
文
化
を
積

極
的
に
取
り
い
れ
た
た
め
、
旧
暦
か
ら

新
暦
に
切
り
替
え
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す(

※
諸
説
あ
り)

。
ま
た
、
日

本
で
も
沖
縄
や
南
西
諸
島
で
は
今
で
も

旧
正
月
を
祝
う
文
化
が
あ
り
ま
す
。

節
分
は
立
春
の
前
日
を
指
し
ま
す
。

節
分
と
は
名
前
の
通
り
、
「
季
節
を
分

け
る
」
と
書
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
節

分
は
実
は
４
つ
あ
り
、
立
春
に
限
ら
ず
、

立
夏
、
立
秋
、
立
冬
の
前
日
も
節
分
が

あ
り
ま
す
。
立
春
の
節
分
は
旧
正
月
と

近
い
こ
と
も
あ
り
、
ほ
か
の
節
分
よ
り

重
視
さ
れ
た
た
め
、
今
で
は
「
節
分
＝

立
春
の
前
日
」
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
の
太
陽
暦
だ
と
２
月
初
め
で
す

が
、
旧
暦
で
は
１
２
月
も
し
く
は
１
月

の
年
も
あ
り
、
節
分
は
正
月
行
事
で
も

あ
り
、
今
で
い
う
大
晦
日
の
存
在
に
近

い
で
す
ね
。

季
節
の
変
わ
り
目
に
は
陰
と
陽
の
気

が
せ
め
ぎ
あ
い
を
し
、
邪
気
を
生
じ
さ

せ
、
災
い
と
呼
ぶ
と
考
え
ら
れ
て
い
た

た
め
、
そ
れ
を
払
い
一
年
の
無
病
息
災

を
願
う
行
事
が
で
き
た
わ
け
で
す
。

節
分
で
鬼
に
豆
ま
き
を
す
る
と
い
う

文
化
は
元
々
古
代
中
国
の
宮
中
行
事
で

大
晦
日
に
や
っ
て
い
た
「
儺
」
と
い
う

ぬ
お

行
事
（

疫
病
を
流
行
ら
せ
る
悪
神

を

追
い
払
い
、
福
を
招
き
い
れ
る
祭
り
）

が
元
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
日
本

に
伝
わ
り
、
「
追
儺
」
と
し
て
宮
中
の

つ

い

な

年
中
行
事
に
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

追
儺
で
は
、
宮
中
の
役
人
た
ち
が

「
方
相
氏
」
と
呼
ば
れ
る
厄
払
い
役
と

ほ
う
そ
う
し

そ
の
手
下
に
扮
し
、
大
き
な
掛
け
声
と

と
も
に
宮
廷
内
を
駆
け
回
り
ま
し
た
。

そ
れ
を
他
の
貴
族
た
ち
が
弓
を
放
っ
た

り
、
振
り
太
鼓
を
振
っ
て
、
鬼
を
追
い

払
う
方
相
氏
を
応
援
を
し
た
そ
う
で
す
。

日
本
で
は
室
町
時
代
に
は
追
儺
の
風

習
が
一
般
庶
民
に
も
定
着
し
た
と
さ
れ
、

「
鬼
は
外
、
福
は
内
」
と
唱
え
な
が
ら
、

豆
ま
き
を
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
残
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
に
は

現
在
の
よ
う
に
節
分
に
豆
ま
き
を
す
る

と
い
う
文
化
が
完
全
に
定
着
し
ま
し
た
。

「
鬼
は
外
、
福
は
内
」
と
唱
え
る
の

が
一
般
的
で
す
が
、
九
鬼
家
と
い
う
古

く

き

け

い
豪
族
の
家
で
は
「
鬼
は
内
、

福
は
内
、
富
は
内
」
と
唱
え

る
そ
う
で
、
地
域
や
場
所
に

よ
っ
て
は
掛
け
声
も
異
な
る

よ
う
で
す
。

掟
光
寺
だ
よ
り

じ

ょ

う

こ

う

じ
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い


