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五
節
句
、
ひ
な
祭
り 

   

三
月
三
日
は
雛
祭
で
す
。
上
巳
（
じ
ょ
う
し
）

の
節
句
、
桃
の
節
句
と
も
い
い
、
五
節
句
の
一

つ
で
あ
り
ま
す
。
節
句
と
は
、
奈
良
時
代
に
中

国
か
ら
伝
わ
っ
た
風
習
で
、
奇
数
が
重
な
る
め

で
た
い
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
昔
は
た
く
さ
ん

の
節
句
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
、
日
本
に
残

っ
て
い
る
節
句
は
、
左
記
の
五
つ
で
す
。 

●
一
月
七
日 

人
日(

じ
ん
じ
つ
）
の
節
句 

別
名 

七
草
の
節
句 

●
三
月
三
日 

上
巳
（
じ
ょ
う
し
）
の
節
句 

別
名 

桃
の
節
句 

 

●
五
月
五
日 

端
午
（
た
ん
ご
）
の
節
句 

別
名 

菖
蒲
の
節
句 

●
七
月
七
日 

七
夕
（
し
ち
せ
き
）
の
節
句 

別
名 

笹
竹
の
節
句 

 

●
九
月
九
日 

重
陽
（
ち
ょ
う
よ
う
）
の
節
句 

別
名 

菊
の
節
句 

こ
の
う
ち
、
一
月
七
日
は
奇
数
が
重
な
っ
て
お

り
ま
せ
ん
が
、
元
旦
を
迎
え
る
一
月
は
、
別
格

と
さ
れ
、
節
句
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
今
月
迎
え
る
上
巳
の
節
句
は
、
雛

人
形
を
飾
っ
て
家
族
で
お
祝
い
を
致
し
ま
す
。

こ
の
雛
人
形
は
、
元
々
お
祓
い
の
行
事
に
用
い

た
草
木
や
紙
で
つ
く
っ
た
人
形
（
ひ
と
が
た
）

で
あ
り
、
日
常
生
活
で
犯
し
て
し
ま
っ
た
罪

（
つ
み
）
、
穢
（
け
が
）
れ
を
人
形
に
移
し
て
、

川
や
海
に
流
し
て
不
浄
を
祓
う
の
が
は
じ
ま

り
で
す
。
こ
の
人
形
が
次
第
に
豪
華
に
な
り
、

今
の
よ
う
な
雛
飾
り
と
な
り
ま
し
た
。
近
年
で

は
、
住
居
の
事
情
に
よ

り
、
七
段
飾
り
を
飾
る

家
庭
が
少
な
く
な
り
ま

し
た
が
、
家
族
で
子
ど

も
の
幸
せ
や
健
康
を
願

っ
て
お
祝
い
す
る
風
習

は
し
っ
か
り
と
受
け
継

が
れ
て
お
り
ま
す
。 

ひ
な
祭
り
の
食
べ
物 

 

◆
ち
ら
し
寿
司 エ

ビ
は
長
寿
、
レ
ン
コ
ン
は
先

を
見
通
す
、
豆
は
マ
メ
に
働
く

と
い
っ
た
縁
起
の
良
い
具
材
が

使
わ
れ
ま
す
。 

◆
蛤
の
お
吸
い
物 

蛤
は
二
枚
の
貝
殻
が
ピ
ッ
タ
リ

と
合
い
、
他
の
貝
殻
と
は
絶
対

に
合
わ
な
い
こ
と
か
ら
縁
結
び

の
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

◆
ひ
し
餅 

三
色
の
餅
は
、
赤
は
魔
除
け
、
白

は
清
浄
、
緑
は
健
康
長
寿
を
意

味
し
ま
す
。 

◆
白 

酒 

も
と
は
、
桃
の
花
を
酒
に
漬
け

た
「
桃
白
酒
」
。
桃
は
邪
気
を
祓

い
、
百
歳
（
も
も
と
せ
）
の
意
味

か
ら
長
寿
を
意
味
し
ま
す
。 
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春
分
の
日
・
お
彼
岸 

   

春
分
の
日
は
、
昭
和
二
十
三
年
の
「
国
民
の

祝
日
に
関
す
る
法
律
」
の
制
定
当
初
に
定
め
ら

れ
た
「
国
民
の
祝
日
」
の
一
つ
で
あ
り
、
「
自

然
を
た
た
え
、
生
物
を
い
つ
く
し
む
」
日
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
は
、
昼
と
夜
の
長
さ
が

ほ
ぼ
等
し
く
な
り
、
真
東
か
ら
昇
っ
た
太
陽
が

真
西
に
沈
む
日
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
日
を
中
日

（
ち
ゅ
う
に
ち
）
と
い
い
、
こ
の
日
の
前
後
三

日
間
、
計
七
日
間
を
彼
岸
（
ひ
が
ん
）
と
い
い

ま
す
。
な
ぜ
、
こ
の
期
間
に
先
祖
供
養
を
す
る

の
か
と
い
い
ま
す
と
、
ご
先
祖
様
が
い
ら
っ
し

ゃ
る
世
界
が
西
に
位
置
し
、
私
た
ち
の
住
ん
で

い
る
世
界
が
東
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
太
陽
が
真
東
か
ら
昇
り
、
真

西
に
沈
む
春
分
の
日
は
、
ご
先
祖
様
の
方
角
を

し
っ
か
り
と
向
い
て
お
祈
り
で
き
る
好
日
と

さ
れ
、
ご
先
祖
様
へ
の
祈
り
が
伝
わ
り
や
す
い

日
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
時

期
は
、
農
作
業
の
種
ま
き
の
時
期
で
も
あ
り
、

土
地
を
守
り
後
世
に
残
し
て
く
れ
た
ご
先
祖

様
に
感
謝
し
て
供
養
し
て
き
た
日
本
古
来
の

信
仰
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
日
、
宮
中
で
も
春
季

皇
霊
祭
と
春
季
神
殿
祭
が
行
わ
れ
、
歴
代
天
皇

と
天
地
の
神
々
に
神
恩
感
謝
を
捧
げ
る
祭
典

が
行
わ
れ
ま
す
。
日
本
古
来
の
教
え
で
も
あ
る
、

神
様
を
敬
い
、
ご
先
祖
様
を
崇
め
る
「
敬
神
崇

祖
」（
け
い
し
ん
す
う
そ
）
、
の
念
を
こ
れ
か
ら

も
大
切
に
し
て
い
き
た
い
で
す
。 

春
の
社
日
祭
（
し
ゃ
に
ち
さ
い
） 

社
日
と
は
、
春
分
の
日
、
秋

分
の
日
に
そ
れ
ぞ
れ
最
も
近

い
戊(
つ
ち
の
え)

の
日
を
指

し
ま
す
。
社
日
祭
で
は
土
地

の
神
様
・
農
耕
の
神
様
に
五

穀
豊
穣
と
農
作
業
の
安
全
を

祈
願
致
し
ま
す
。
当
社
で
は
、
境
内
社
で
あ
る

伏
見
稲
荷
神
社
の
横
に
建
立
さ
れ
て
い
る
社

日
碑
二
基
の
前
で
、
帯
富
・
千
歳
の
氏
子
等
が

参
集
し
、
春
の
社
日
祭
を
斎
行
し
、
今
年
の
豊

作
と
農
作
業
の
安
全
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。 

車
の
お
祓
い
の
ご
案
内 

お
車
の
ご
購
入
に
際
し
、
「
車
の
お
祓
い
」

の
ご
祈
祷
を
受
付
け
て
お
り
ま
す
。
ハ
ン
ド
ル

を
握
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
を
含
め
同
乗
者

の
「
命
」
も
預
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
初
心

に
帰
り
、
御
神
前
で
祈
願
す
る
こ
と
で
、
新
た

に
交
通
安
全
の
志
を
高
め
ま
し
ょ
う
。
当
社
で

は
一
年
中
、
新
車
、
中
古
車
を
問
わ
ず
、
お
祓

い
の
ご
予
約
を
受
付
け
て
お
り
ま
す
。
大
型
・

特
殊
車
両
の
お
祓
い
の
場
合
は
、
神
主
が
出
張

致
し
ま
す
。 

玉
串
料 

一
万
円
・
五
千
円
・
三
千
円
よ
り 
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