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二
十
四
節
気
・
七
十
二
候
と
は
？
　

　

前
頁
で
は
二
〇
一
八
年
の
二
十
四
節
気
・
七
十
二
候
を

一
覧
に
し
て
紹
介
し
た
が
、
太
陽
の
運
行
を
も
と
に
、
一

年
を
二
十
四
に
分
け
た
季
節
の
目
安
が「
二
十
四
節
気（
に

じ
ゅ
う
し
せ
っ
き
）」
で
あ
る
。

　

立
春
、
立
夏
、
立
秋
、
立
冬
を
区
切
り
に
四
つ
の
季
節

を
設
定
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
六
つ
の
節
気
に
分
け
て
、

農
作
業
や
行
事
の
指
標
に
し
て
き
た
。

「
七
十
二
候
」は
日
本
独
自
に
発
達
し
て
き
た
暦
で
あ
る
。

二
十
四
節
気
の
ひ
と
つ
の
節
気
を
さ
ら
に
三
つ
に
分
け
、

五
日
ご
と
に
「
初
候
」「
次
候
」「
末
候
」
と
季
節
を
移
し
、

た
と
え
ば
「
桃
始
笑
（
も
も
は
じ
め
て
わ
ら
う
）」
の
よ

う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
起
こ
る
こ
と
を
、
三
〜
四
文

字
の
短
い
言
葉
で
表
し
て
い
る
。

　

現
在
、
通
常
日
本
で
使
っ
て
い
る
「
新
暦
」
は
、
地
球

が
太
陽
の
周
囲
を
一
周
す
る
三
六
五
日
を
一
年
と
し
た
「
太

陽
暦
」。
厳
密
に
は
三
六
五・二
四
日
な
の
で
、四
年
に
一
度
、

閏
年
の
二
月
に
一
日
プ
ラ
ス
し
て
調
整
し
て
い
る
。

　

一
方
「
旧
暦
」
は
、
月
の
満
ち
欠
け
と
太
陽
の
周
期
を

組
み
合
わ
せ
た
も
の
。
新
月
か
ら
満
月
ま
で
の
形
の
変
化

で
日
付
け
が
わ
か
る
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
仕
組
み
に
な
っ

て
い
る
。

　

し
か
し
、
月
の
満
ち
欠
け
を
基
準
に
し
た
一
年
は
約

三
五
四
日
で
、
太
陽
が
示
す
一
年
三
六
五
日
と
約
一
一
日

も
ズ
レ
が
生
じ
る
。
一
九
年
に
七
回
、
閏
月
を
入
れ
、
一

年
を
一
三
ヵ
月
に
し
て
調
整
を
し
て
い
た
が
、
毎
年
実
際

の
季
節
と
暦
が
一
一
日
ず
つ
ず
れ
て
い
く
の
は
、
農
耕
民

族
に
と
っ
て
非
常
に
不
便
を
き
た
し
て
い
た
。

　

そ
こ
で
正
し
い
季
節
を
知
る
た
め
に
取
り
入

れ
ら
れ
た
の
が
、
太
陽
が
示
す
一
年
を
二
十
四

分
割
し
、季
節
を
的
確
に
示
す「
二
十
四
節
気
」

や
「
七
十
二
候
」
だ
っ
た
。
こ
れ
が
月
が
示
す

日
付
と
、
太
陽
が
示
す
季
節
を
組
み
合
わ
せ
た

「
太
陰
太
陽
暦
」、す
な
わ
ち
「
旧
暦
」
で
あ
る
。

　

新
暦
が
導
入
さ
れ
た
の
は
明
治
六
年

（
一
八
七
三
年
）。
旧
暦
で
祝
う
五
節
句
な
ど
も

日
付
け
を
優
先
し
て
そ
の
ま
ま
新
暦
に
当
て
は

め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
桃
の
花
が
咲
く

一
ヵ
月
前
に
桃
の
節
句
を
行
う
こ
と
に
…
。

　

ち
な
み
に
、
二
〇
一
八
年
の
五
節
句
の
本
来

の
日
に
ち
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

▽
人
日
（
七
草
の
節
句
）

　
旧
暦
一
月
七
日
↓
二
月
二
二
日

▽
上
巳
（
桃
の
節
句
）

　
旧
暦
の
三
月
三
日
↓
四
月
一
八
日

▽
端
午

　
旧
暦
五
月
五
日
↓
六
月
一
八
日

▽
七
夕

　
旧
暦
七
月
七
日
↓
八
月
一
七
日

▽
重
陽

　
旧
暦
九
月
九
日
↓
一
〇
月
一
七
日

　
一
真
菴
・
柳
瀬
真
氏

二
十
四
節
気
の
和
菓
子
で

真
骨
頂
を
発
揮
！

　

国
立
駅
（
Ｊ
Ｒ
中
央
線
）
を
中
心
と
し
た
町

内
半
径
一
・
三
㎞
の
範
囲
は
文
教
地
区
指
定
と

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
国
立
駅
か
ら
歩
く
こ
と

十
数
分
の
現
在
地
に
店
を
構
え
て
早
一
七
年
に

な
る
。
一
真
菴
は
、
上
生
菓
子
を
主
体
に
商
う

店
と
し
て
固
定
フ
ァ
ン
も
多
く
、
今
や
国
立
の

名
店
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

本
誌
で
は
、
二
〇
一
七
年
九
月
号
の
和
菓
子

特
集
「
私
の
つ
く
り
た
い
お
菓
子
と
店
」
で
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
に
登
場
し
て
い
る
。

　

菓
子
制
作
に
つ
い
て
は
何
度
も
協
力
を
得
て

い
る
が
、
今
回
「
二
十
四
節
気
」
の
和
菓
子
す

べ
て
を
依
頼
で
き
る
の
は
、
や
は
り
こ
の
人
し

か
い
な
い
！　

と
い
う
強
い
思
い
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
依
頼
か
ら
わ
ず
か
一
ヵ
月
足
ら
ず
で
、

粒
揃
い
の
予
想
以
上
の
作
品
が
仕
上
が
っ
て
き

た
。　
　

「
新
作
を
考
え
る
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
お

茶
会
な
ど
の
注
文
を
意
識
し
て
、
一
〇
〇
〜

二
〇
〇
個
く
ら
い
作
る
こ
と
が
可
能
な
作
業
範

囲
を
念
頭
に
お
い
て
い
ま
す
。
技
術
的
に
凝
っ

た
も
の
を
創
る
の
は
け
っ
し
て
嫌
い
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
趣
味
の
範
囲
に
留

め
て
お
く
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
」

と
柳
瀬
さ
ん
。
商
売
を
し
て
い
る
う
え
で
は

真
っ
当
な
こ
と
で
あ
る
。

　

今
回
の
作
品
で
は
、
創
作
意
欲
に
駆
ら
れ
て

手
間
を
か
け
た
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ

れ
は
そ
れ
と
し
て
、
編
集
サ
イ
ド
と
し
て
嬉
し

い
限
り
。
自
店
の
仕
事
の
他
、
二
十
四
種
類
と

プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
添
え
菓
子
の
制
作
は
、
さ

ぞ
や
大
変
だ
っ
た
と
思
う
が
、
一
方
で
は
け
っ

こ
う
楽
し
ん
で
や
っ
て
く
れ
た
に
違
い
な
い
と

い
う
こ
と
も
想
像
で
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
粒
揃

い
の
作
品
自
体
が
そ
の
こ
と
を
雄
弁
に
語
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

二
十
四
節
気
を
高
ら
か
に
謳
う
作
品
群
で
、

ま
さ
に
職
人
柳
瀬
真
の
真
骨
頂
を
発
揮
し
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
次
ペ
ー
ジ
よ
り
、
じ
っ
く
り

と
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

※
今
回
の
作
品
の
う
ち
、
店
売
り
の
ア
レ
ン
ジ

と
し
て
い
る
の
は
「
穀
雨
」「
夏
至
」「
大
暑
」

「
秋
分
」「
霜
降
」
で
あ
る
。

一
真
菴
・
柳
瀬 

真
氏
が
謳
う
二
十
四
節
気
の
和
菓
子

▲ポスターカラーで書いてくれた二十四節気の味わい深い書

▲

同
じ
ど
ら
焼
で

も
国
立
の
ゆ
る

キ
ャ
ラ
の
方
が
人

気
と
か

▲

ど
ら
焼
も
大
人

気
。「
売
り
切
れ

御
免
」
を
避
け
た

け
れ
ば
予
約
注
文

を

▲柳瀬 真氏。菓子を語る時はきりりとした職人顔！

▲二十四節気の上生菓子… ▲近年は一真菴特製の餡も販売

▲店頭の看板等の屋号は本人の書からおこ
したもの

▲一真菴は、ＪＲ国立駅から徒歩12分。富士見通りから４つ目の交
差点を右折すると見えてくる

一真菴の店舗外観　東京都国立市西２‐９‐75
☎042（580）2215　定休日／月曜日

▲店内の季節の上生菓子のディスプレイ


