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節
分 

恵
方
巻
と
湯
札 

２
月
３
日
の
節
分
を
境
に
季
節

は
冬
か
ら
春
へ
と
移
り
ま
す
。
節

分
の
日
に
は
邪
気
を
払
う
と
し
て

昔
か
ら
豆
ま
き
の
習
慣
が
あ
り
ま

す
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
「
恵
方

巻
」
を
食
べ
る
と
い
う
、
新
し
い

風
習
が
広
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

恵
方
巻
は
巨
大
な
海
苔
巻
き
の

よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
を
縁
起
の

良
い
方
角
に
向
か
っ
て
丸
ご
と
か

ぶ
り
つ
く
の
で
す
。
調
べ
て
み
る

と
こ
の
風
習
は
、
江
戸
時
代
の
終

わ
り
か
ら
明
治
に
か
け
て
大
阪
で

始
ま
っ
た
よ
う
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
恵
方
巻
を
切

り
分
け
も
せ
ず
に
、
か
ぶ
り
つ
く

と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
上
品
な
振

る
舞
い
と
は
言
え
ず
、
日
本
人
の

食
事
作
法
と
し
て
は
極
め
て
異
例

で
す
。
何
故
こ
の
よ
う
な
無
作
法

な
風
習
が
広
ま
っ
た
の
か
解
り
ま

せ
ん
が
、
節
分
の
恵
方
巻
は
バ
レ

ン
タ
イ
ン
デ
ー
の
チ
ョ
コ
の
よ
う

で
、
何
や
ら
商
魂
の
た
く
ま
し
さ

が
透
け
て
見
え
る
の
で
す
。 

そ
の
一
方
で
節
分
を
機
に
罪
や

穢
れ
を
祓
い
、
清
ら
か
な
気
持
ち

で
新
し
い
春
を
迎
え
よ
う
と
す
る
、

敬
虔
な
行
事
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

西
川
津
の
総
鎮
守
熊
野
神
社
で
は

「
湯
札
」
と
い
う1

0

セ
ン
チ
ほ

ど
の
小
さ
な
お
札
を
、
氏
子
の
皆

さ
ん
に
家
族
の
人
数
分
配
り
ま
す
。

人
々
は
節
分
の
夜
、
入
浴
の
後
に

こ
の
お
札
で
体
を
撫
で
、
最
後
に

息
を
吹
き
か
け
己
の
罪
や
穢
れ
を

湯
札
に
移
し
ま
す
。
そ
し
て
家
族

全
員
の
お
札
を
氏
神
様
に
納
め
る

の
で
す
。 

神
の
力
を
借
り
て
穢
れ
多
き
身

を
清
め
、
謙
虚
に
生
き
て
い
こ
う

と
す
る
人
々
の
素
朴
な
風
習
が
、

今
も
川
津
の
郷
に
脈
々
と
受
け
継

が
れ
て
い
る
の
で
す
。
節
分
を
前

に
し
て
恵
方
巻
の
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
が

流
れ
る
た
び
に
、
湯
札
の
風
習
を

思
い
起
こ
し
、
川
津
の
郷
の
奥
深

さ
と
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
純
朴

で
心
健
や
か
な
暮
ら
し
ぶ
り
に
心

打
た
れ
る
の
で
す
。 


