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上じ
ょ
う
し巳
の
節
句
（
桃
の
節
句
）・

ひ
な
祭
り

　

季
節
は
弥
生
三
月
。
三
月
と
い
え
ば
、

特
に
女
の
子
は
「
ひ
な
祭
り
」
を
思
い
浮

か
べ
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
現
に
、
渥
美
郷
土
資
料
館
や
田
原
市

博
物
館
で
は
「
ひ
な
祭
り
展
」「
ひ
な
人

形
と
初
凧
展
」
な
ど
、
市
内
で
も
各
所
で

ひ
な
祭
り
に
関
連
す
る
イ
ベ
ン
ト
が
開
催

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
元
々
ひ
な
祭
り
は
、
古
代
中
国
で
桃
の

節
句
で
あ
る
「
上
巳
」
に
川
で
け
が
れ
を

清
め
、
桃
の
お
酒
を
飲
む
行
事
で
し
た
。

桃
は
、
一
本
の
木
に
実
を
た
く
さ
ん
付
け

る
こ
と
か
ら
強
い
生
命
力
の
象
徴
と
さ

れ
、
そ
の
香
り
に
は
厄
よ
け
の
力
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
日
本

で
も
三
月
の
初
め
に
紙
や
草
木
で
作
っ
た

「
ひ
と
が
た
」
に
災
い
や
け
が
れ
を
託
し
、

川
に
流
す
と
い
う
信
仰
が
あ
り
、
こ
れ
に

平
安
時
代
に
貴
族
の
女
の
子
の
人
形
遊
び

だ
っ
た「
ひ
い
な
遊
び
」が
結
び
付
い
て
、

ひ
な
祭
り
の
原
型
と
な
り
ま
し
た
。
今
の

よ
う
に
ひ
な
人
形
を
飾
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
室
町
時
代
以
降
で
、
こ
れ
が
庶
民

の
間
で
広
ま
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
後
半

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
地
域
で
の
ひ
な
人
形
は
、
江
戸
・

明
治
年
間
を
通
し
て
、
一
般
的
に
は
土
人

形
が
ひ
な
祭
り
の
主
役
で
し
た
。
そ
し
て

明
治
の
中
頃
か
ら
男
び
な
と
女
び
な
が
一

対
の
内
裏
ひ
な
人
形
と
し
て
普
及
し
始

め
、
大
正
の
末
頃
か
ら
御
殿
を
中
心
に
人

不
吉
な
こ
と
が
都
で
相
次
い
だ
た
め
、
天

神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

人
物
で
、そ
の
後
、
道
真
が
歌
や
学
問
に

優
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
学
問
の
神
様
と

し
て
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
市
内
に
は
端
午
の
節
句
の
こ
ろ

に
五
月
人
形
な
ど
の
他
に
、
凧
を
贈
る
風

習（
探
訪
ク
ラ
ブ
其
の
１
８
９
参
照
）も
あ

り
ま
す
。
少
し
時
代
遅
れ
の
考
え
方
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
男
の
子
は
家
を
後
継
す

る
跡
継
ぎ
と
し
て
そ
れ
だ
け
大
切
に
さ
れ

て
き
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
少
し
ず
つ
時
代
に
合
わ
せ
て
変
化
し
て

い
く
風
習
で
す
が
、
ひ
な
祭
り
当
日
に
袋

を
持
っ
た
近
所
の
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ

て
「
ガ
ン
ド
打
ち
」
と
い
っ
て
初
節
句
の

家
に
ひ
な
菓
子
を
も
ら
い
歩
く
光
景
も
今

で
は
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。（
天
野
）

形
を
飾
る
御
殿
飾
り
ひ
な
人
形
に
交
代
し

て
い
き
ま
し
た
。
以
降
、
昭
和
30
年
代
ま

で
は
、
こ
の
御
殿
飾
り
が
人
々
に
支
持
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
30
年
代

後
半
に
入
る
と
人
形
が
大
き
く
な
り
御
殿

に
代
わ
っ
て
屏
風
を
置
く
「
屏
風
段
飾
り

ひ
な
人
形
」
と
な
り
、
今
日
ま
で
そ
の
流

れ
は
続
い
て
い
ま
す
。
と
い
う
移
り
変
わ

り
の
流
れ
は
、
他
の
地
域
と
あ
ま
り
大
差

は
な
い
の
で
す
が
、
女
の
子
の
お
祭
り
と

さ
れ
る
ひ
な
祭
り
を
男
の
子
も
「
初
天
神
」

と
い
っ
て
天
神
様
を
送
っ
て
祝
う
習
慣
が

こ
の
地
域
に
は
あ
る
の
で
す
。
私
た
ち
に

と
っ
て
は
、
ひ
な
祭
り
の
時
に
、
女
の
子

は
「
ひ
な
人
形
」、
男
の
子
は
「
天
神
様
」

を
飾
る
と
い
う
こ
と
は
当
た
り
前
な
の
で

す
が
、
県
内
で
も
西
三
河
や
尾
張
の
人
た

ち
か
ら
す
る
と
珍
し
い
こ
と
だ
そ
う
で
す
。

　

天
神
と
は
、
学
問
の
神
様

と
し
て
知
ら
れ
る
菅
原
道
真

の
こ
と
で
す
。
こ
の
菅
原
道
真

は
、
平
安
時
代
に
生
ま
れ
、
大

変
に
優
秀
で
醍
醐
天
皇
の
時
に

右
大
臣
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ

れ
を
妬ね
た

む
藤
原
時と
き
ひ
ら平
ら
に
よ

り
九
州
の
大
宰
府
に
左
遷
さ

れ
、
失
意
の
う
ち
に
そ
の
地
で

亡
く
な
り
、
そ
の
恨
み
か
ら

◦「土人形（天神）」　明治～昭和初期

◦「雛祭（ガンド打ち）」 松下石人著 『三州奥郡風俗図
　絵』（昭和11年） 国書刊行会復刻本より
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