
4 令和5年3月

雛
人
形
の
世
界

み
や
び

宮
中
の
雅
を
体
験

　

３
月
３
日
は
ひ
な
ま
つ
り
。
大
口
町
歴
史
民
俗

資
料
館
で
は
た
だ
今
「
ひ
な
ま
つ
り
展
」（
開
催

期
間
３
月
12
日
（
日
）ま
で
）
を
開
催
中
で
す
。

丹
羽
俊
尚
館
長
に
、
知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な

い
ひ
な
ま
つ
り
の
伝
統
や
意
味
、
人
形
の
種
類
や

歴
史
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。

ー
毎
年
こ
の
時
期
は
「
ひ
な
ま
つ
り
展
」
を
開
催
し

て
い
ま
す
ね
。
ど
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す

か
？

　

主
に
大
口
町
や
近
隣
住
民
の
皆
さ
ん
に
ご
寄
贈

い
た
だ
い
た
雛
人
形
を
飾
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
今
回
の
展
示
で
は
、
御
殿
飾
り
、
親
王
雛
、

土
雛
、
雛
軸
、
そ
し
て
た
く
さ
ん
の
七
段
飾
り
（
屏

風
飾
り
）
を
17
段
の
大
き
な
雛
壇
に
集
め
た
「
大

ひ
な
階
段
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い
ま
す
。
中

で
も
、
御
殿
飾
り
や
親
王
雛
は
、大
正
か
ら
昭
和

中
期
ま
で
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
現
在
で
は
生
産

さ
れ
て
い
な
い
貴
重
な
も
の
で
す
。皆
さ
ん
が
普

段
見
慣
れ
て
い
る
雛
人
形
と
は
か
な
り
違
っ
た
も

の
で
す
。こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ
い
て
、

見
事
な
職
人
技
や
日
本
の
伝
統
を
感
じ
て
ほ
し
い

で
す
。

ー
こ
れ
だ
け
の
量
の
雛
人
形
を
一
堂
に
目
に
す
る
と

圧
巻
で
す
が
、
ひ
な
ま
つ
り
の
行
事
は
い
つ
頃
か
ら

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

　

中
国
の
三
月
に
お
こ
な
う
「
上
巳
の
節
句
」
と

い
う
行
事
が
平
安
時
代
の
日
本
の
貴
族
の
子
ど
も

た
ち
の
遊
び
「
ひ
い
な
遊
び
」
と
合
わ
さ
っ
て
「
ひ

な
ま
つ
り
」
と
い
う
行
事
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

元
は
貴
族
の
行
事
で
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
裕

福
な
町
民
に
も
広
が
り
、
明
治
に
は
農
村
に
も
広

が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時
代

ま
で
作
ら
れ
た
親
王
雛
や
、
さ
ら
に
昭
和
中
期
ま

で
作
ら
れ
た
御
殿
飾
り
は
、
天
皇
皇
后
や
宮
中
の

人
々
、
御
所
の
紫
宸
殿
（
御
所
の
中
の
公
的
儀
を

執
り
お
こ
な
う
場
）
を
模
し
て
お
り
、
当
時
の
庶

民
の
宮
中
の
雅
さ
へ
の
憧
れ
を
感
じ
ま
す
。
我
が

子
の
幸
せ
を
宮
中
の
華
や
か
さ
に
な
ぞ
ら
え
た
の

で
す
ね
。
今
見
て
も
豊
か
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す

ね
。

ー
な
る
ほ
ど
。
宮
中
を
模
し
て
作
ら
れ
た
と
聞
く
と
、

ど
の
人
形
も
や
ん
ご
と
な
い
（
高
貴
な
）
お
顔
立
ち

に
感
じ
ら
れ
ま
す
ね
！ 

と
こ
ろ
で
、
資
料
館
に
飾
ら

れ
て
い
る
大
正
時
代
の
親
王
雛
は
男
雛
と
女
雛
の
左

右
が
逆
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
？

　

よ
く
ぞ
気
づ
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
実
は
、

古
来
の
日
本
で
は
「
左
方
上
位
」
と
い
っ
て
左
の

方
が
位
が
高
い
と
い
う
伝
統
が
あ
り
ま
し
た
。
明

治
に
入
り
欧
米
の
文
化
や
ル
ー
ル
を
取
り
入
れ
る

中
で
明
治
政
府
が
欧
米
に
合
わ
せ
「
右
方
上
位
」

の
様
式
を
取
り
入
れ
た
た
め
、
男
性
が
右
側
に
立

つ
（
向
か
っ
て
左
側
に
立
つ
）
風
習
へ
と
変
化
し

ま
し
た
。
特
に
、
大
正
天
皇
が
「
結
婚
の
儀
」
で

皇
后
の
右
側
に
立
た
れ
た
事
か
ら
、
皇
居
の
あ
る

関
東
に
お
い
て
、「
右
方
上
位
」
の
風
習
が
一
気

に
広
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

関
西
で
は
古
来
の
伝
統
を
守
り
、
か
な
り
後
ま
で

左
方
上
位
で
飾
っ
て
い
た
た
め
、
向
か
っ
て
右
に

男
雛
を
飾
る
風
習
を
「
関
西
式
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。

　

資
料
館
で
は
、
大
正
時
代
に
作
ら
れ
た
親
王
雛

に
関
し
て
は
向
か
っ
て
右
に
男
雛
を
飾
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
近
代
以
降
の
西
洋
文

化
を
取
り
入
れ
た
時
代
背
景
に
も
興
味
を
持
っ
て

い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

ー
「
ひ
な
ま
つ
り
展
」
に
は
、
ぜ
ひ
親
子
で
訪
れ
て

お
子
さ
ん
の
健
や
か
な
成
長
を
祝
う
き
っ
か
け
に
し

て
い
た
だ
き
た
い
で
す
が
、
会
期
中
は
、
親
子
で
楽

し
め
る
イ
ベ
ン
ト
な
ど
は
あ
り
ま
す
か
？

　

は
い
、
簡
単
に
作
れ
る
「
ひ
な
人
形
リ
ー
ス
を

作
ろ
う
」
や
、
資
料
館
を
回
っ
て
解
く
な
ぞ
と
き

ク
イ
ズ
「
時
間
旅
行
に
挑
戦
！
」
を
開
催
し
て
い

ま
す
。
い
ず
れ
も
参
加
費
無
料
で
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
来
場
い
た
だ
き
挑
戦
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

■ 

御
殿
飾
り

　

紫
宸
殿
に
な
ぞ
ら
え
、
天
皇
皇
后
や
お
そ
ば
で

お
務
め
を
す
る
人
々
を
配
置
し
ま
す
。
実
際
の
紫

宸
殿
に
あ
る
「
右
近
の
橘
と
左
近
の
桜
」
も
あ
り
、

ま
る
で
ミ
ニ
チ
ュ
ア
ド
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
よ
う
。

　

昭
和
30
年
代
ま
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ

の
後
は
比
較
的
飾
る
の
が
簡
単
な
屏
風
飾
り
に
押

さ
れ
、
今
で
は
す
っ
か
り
姿
を
消
し
ま
し
た
。
実

際
に
飾
っ
て
み
て
そ
れ
も
仕
方
の
な
い
こ
と
と
納

得
し
ま
す
が
、
と
に
か
く
「
御
殿
」
を
組
み
立
て

る
の
が
と
て
つ
も
な
く
大
変
。
重
い
木
の
箱
に
、

御
殿
の
パ
ー
ツ
が
バ
ラ
バ
ラ
に
テ
ト
リ
ス
の
よ
う

に
入
っ
て
い
ま
す
（
よ
っ
て
、
ま
た
元
通
り
片
付

け
る
の
が
至
難
の
業
）。
そ
の
パ
ー
ツ
を
取
扱
い

説
明
書
も
な
し
に
想
像
力
だ
け
で
組
み
立
て
ま
す
。

さ
ら
に
パ
ー
ツ
が
デ
リ
ケ
ー
ト
す
ぎ
て
壊
れ
や
す

い
の
も
欠
点
の
一
つ
で
す
。
中
に
は
ど
こ
に
は
ま

る
の
か
全
く
わ
か
ら
な
い
パ
ー
ツ
も…

。
見
事
御

殿
が
で
き
上
が
っ
た
時
は
、
感
激
ひ
と
し
お
で
す
。

昔
の
お
母
さ
ん
は
本
当
に
大
変…

 

と
、
今
回
組
み

立
て
て
実
感
し
ま
し
た
。

■ 

大
ひ
な
階
段

　

全
部
で
２
２
０
体
！　

元
は
「
七

段
飾
り
」
と
い
う
、
七
段
の
階
段
に

飾
る
ひ
と
揃
い
15
体
の
人
形
を
集
め

た
も
の
で
す
。
め
っ
た
や
た
ら
数
が

多
く
て
も
ど
こ
と
な
く
品
が
あ
る
の

が
不
思
議
で
す
。

　

や
は
り
お
生
ま
れ
が
違
う
の
で

し
ょ
う
か…

？　

で
も
こ
の
数
、

や
っ
ぱ
り
夜
中
に
は
出
逢
い
た
く
な

い
で
す
ね
！

■ 

土
人
形

　

素
焼
き
の
陶
器
で
で
き
た
ひ
な
人
形
で
す
。

き
ら
び
や
か
な
雛
人
形
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
、

顔
立
ち
も
ど
こ
と
な
く
庶
民
的
で
親
し
み
が
わ

き
ま
す
。
江
戸
時
代
に
ひ
な
ま
つ
り
の
風
習
が

庶
民
に
も
広
が
っ
た
と
き
に
、
裕
福
で
は
な
い

地
方
や
農
家
で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
地
方
で
は
、
犬
山
市
や
小
牧
市
に
生
産

地
が
あ
リ
ま
し
た
。
ま
た
、
大
口
町
で
も
上
小

口
地
区
で
生
産
さ
れ
て
い
た
と
い
う
記
述
が

残
っ
て
い
ま
す
。
農
家
が
冬
の
農
閑
期
に
副
収

入
と
し
て
作
っ
て
売
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

じ
ょ
う
し

み
や
び

御殿飾り

土人形

大ひな階段

し
し
ん
で
ん
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す
っ
か
り
姿
を
消
し
ま
し
た
。
実

際
に
飾
っ
て
み
て
そ
れ
も
仕
方
の
な
い
こ
と
と
納

得
し
ま
す
が
、
と
に
か
く
「
御
殿
」
を
組
み
立
て

る
の
が
と
て
つ
も
な
く
大
変
。
重
い
木
の
箱
に
、

御
殿
の
パ
ー
ツ
が
バ
ラ
バ
ラ
に
テ
ト
リ
ス
の
よ
う

に
入
っ
て
い
ま
す
（
よ
っ
て
、
ま
た
元
通
り
片
付

け
る
の
が
至
難
の
業
）。
そ
の
パ
ー
ツ
を
取
扱
い

説
明
書
も
な
し
に
想
像
力
だ
け
で
組
み
立
て
ま
す
。

さ
ら
に
パ
ー
ツ
が
デ
リ
ケ
ー
ト
す
ぎ
て
壊
れ
や
す

い
の
も
欠
点
の
一
つ
で
す
。
中
に
は
ど
こ
に
は
ま

る
の
か
全
く
わ
か
ら
な
い
パ
ー
ツ
も…

。
見
事
御

殿
が
で
き
上
が
っ
た
時
は
、
感
激
ひ
と
し
お
で
す
。

昔
の
お
母
さ
ん
は
本
当
に
大
変…

 

と
、
今
回
組
み

立
て
て
実
感
し
ま
し
た
。

■ 
大
ひ
な
階
段

　

全
部
で
２
２
０
体
！　

元
は
「
七

段
飾
り
」
と
い
う
、
七
段
の
階
段
に

飾
る
ひ
と
揃
い
15
体
の
人
形
を
集
め

た
も
の
で
す
。
め
っ
た
や
た
ら
数
が

多
く
て
も
ど
こ
と
な
く
品
が
あ
る
の

が
不
思
議
で
す
。

　

や
は
り
お
生
ま
れ
が
違
う
の
で

し
ょ
う
か…

？　

で
も
こ
の
数
、

や
っ
ぱ
り
夜
中
に
は
出
逢
い
た
く
な

い
で
す
ね
！

■ 

土
人
形

　

素
焼
き
の
陶
器
で
で
き
た
ひ
な
人
形
で
す
。

き
ら
び
や
か
な
雛
人
形
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
、

顔
立
ち
も
ど
こ
と
な
く
庶
民
的
で
親
し
み
が
わ

き
ま
す
。
江
戸
時
代
に
ひ
な
ま
つ
り
の
風
習
が

庶
民
に
も
広
が
っ
た
と
き
に
、
裕
福
で
は
な
い

地
方
や
農
家
で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
地
方
で
は
、
犬
山
市
や
小
牧
市
に
生
産

地
が
あ
リ
ま
し
た
。
ま
た
、
大
口
町
で
も
上
小

口
地
区
で
生
産
さ
れ
て
い
た
と
い
う
記
述
が

残
っ
て
い
ま
す
。
農
家
が
冬
の
農
閑
期
に
副
収

入
と
し
て
作
っ
て
売
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

じ
ょ
う
し

み
や
び

御殿飾り

土人形

大ひな階段

し
し
ん
で
ん


