
　

３
月
３
日
は
桃
の
節
句
・
ひ
な

祭
り
で
す
。
指
宿
地
域
で
は
「
ヒ

ナ
ゾ
イ
」
や
「
ヒ
ナ
ジ
ョ
マ
ツ
リ
」、

山
川
・
開
聞
地
域
で
は
「
ヒ
ナ
ジ

ョ
ユ
エ
」
や
「
ヒ
ナ
ゾ
ユ
エ
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

戦
前
や
戦
後
間
も
な
い
こ
ろ
の

本
市
で
は
、
親
類
や
知
人
か
ら
贈

ら
れ
た
帖
佐
や
垂
水
、
東
郷
、
宮

之
城
な
ど
の
土
人
形
を
飾
っ
て
い

ま
し
た
。
土
人
形
は
、
お
姫
様
や

犬
を
抱
い
た
女
性
、
金
太
郎
や
浦

島
太
郎
、
力
士
や
武
者
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
モ
デ
ル
を
基
に
作
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
昭
和
40
年
代
の
後

半
ご
ろ
か
ら
は
、
全
国
共
通
の
ひ

な
壇
飾
り
が
流
行
し
ま
す
。

　

岡
児
ヶ
水
地
区
で
は
「
カ
ニ
ハ

ワ
セ
」
と
い
わ
れ
る
風
習
が
あ
り
、

ひ
な
壇
前
の
一
畳
ほ
ど
の
広
さ
に

杉
の
葉
で
囲
み
を
作
り
、
そ
の
中

に
浜
砂
を
敷
い
て
、
イ
セ
エ
ビ
や

カ
ニ
、
ウ
ニ
な
ど
を
飾
っ
て
い
た

そ
う
で
す
。

　

時
遊
館
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｃ
Ｏ
は
し
む
れ

で
は
３
月
末
ま
で
、「
篤
姫
の
ひ
な

ま
つ
り
」
と

題
し
、
今
か

ら
76
年
前
の

珍
し
い
ひ
な

人
形
や
土
人

形
を
飾
っ
て

い
ま
す
。

　

江
戸
～
明
治
時
代
に
か
け
て
、

商
船
に
積
み
込
ま
れ
た
船
箪
笥
。

「
箪
笥
」
と
い
っ
て
も
、
一
種
の

手
提
げ
金
庫
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

頑
丈
な
木
組
み
と
鉄
金
具
で
作

ら
れ
た
船
箪
笥
に
は
、
航
海
免
許

状
や
商
取
引
に
必
要
な
帳
面
、
金

銭
や
印
鑑
、
各
種
証
明
書
な
ど
、

海
運
業
者
に
と
っ
て
と
て
も
大
切

な
品
々
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

濵
崎
太
平
次
や
河
野
覚
兵
衛
ら
の

活
躍
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
当

時
の
海
運
業
の
利
益
は
莫
大
な
も

の
で
、
船
箪
笥
は
船
主
の
富
と
権

力
の
象
徴
と
し
て
、
ま
た
、
店
の

信
用
と
格
式
を
表
わ
す
も
の
と
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
装
飾
や
工
夫
が

凝
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
内

部
構
造
は
と
て
も
複
雑
で
、
中
身

が
容
易
に
人
目
に
触
れ
な
い
よ
う

な
か
ら
く
り
仕
立
て
に
し
て
あ
る

も
の
が
多
く
、
分
解
し
な
い
限
り

決
し
て
分
か
ら
な
い
秘
密
の
「
隠

し
箱
」
が
設
け
ら
れ
た
も
の
も
あ

る
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
海
面
に

投
げ
出
さ
れ
て
も
浮
く
よ
う
に
作

ら
れ
、
緊
急
時
に
は
、
船
頭
が
身

を
呈
し
て
守
る
べ
き
も
の
で
し
た
。

　

船
箪
笥
は
、
大
正
時
代
の
哲
学

者
・
柳
宗
悦
が
、「
世
界
中
の
ど
ん

な
家
具
を
引
き
合
い
に
出
さ
れ
よ

う
と
、
断
じ
て
恐
れ
る
こ
と
は
な

い
。
日
本
に
は
船
箪
笥
が
あ
る
」

と
絶
賛
す
る
ほ
ど
の
日
本
独
特
の

工
芸
品
な
の
で
す
。

　

船
箪
笥
は
現
在
、
時
遊
館
Ｃ
Ｏ

Ｃ
Ｃ
Ｏ
は
し
む
れ
企
画
展
で
展
示

中
で
す
。

桃
の
節
句
と
ひ
な
人
形
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ひ
な
人
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と
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弥
生
三
月
。
草
木
が
芽
吹
き
は

じ
め
、
山
の
木
々
の
枝
先
が
ふ
っ

く
ら
と
け
ぶ
り
ま
す
。
ま
さ
し
く

「
春
山
淡た

ん
や冶

に
し
て
笑
ふ
が
如ご

と

く
」

で
、「
山
笑
う
」
は
春
の
季
語
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、「
休
眠
打
破
」
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
桜
花
は
、

夏
の
こ
ろ
に
春
に
咲
く
花
芽
を
形

成
し
て
、
休
眠
に
入
り
ま
す
。
昨

夏
、
枝
に
つ
い
た
花
芽
は
、
冬
の

刺
す
よ
う
な
冷
気
に
そ
の
身
を
さ

ら
し
た
後
、
暖
か
く
な
る
に
つ
れ

て
膨
ら
み
、
気
温
が
20
度
に
近
づ

く
と
開
く
そ
う
で
す
。

　

万
葉
集
に
は
梅
を
詠
ん
だ
句
が

圧
倒
的
に
多
く
、
桜
を
詠
ん
だ
句

が
梅
よ
り
多
く
な
る
の
は
、
編へ

ん
さ
ん纂

時
代
の
異
な
る
古
今
和
歌
集
か
ら

だ
と
い
い
ま
す
。
濃
厚
な
香
り
を

放
ち
続
け
る
梅
か
ら
、
咲
き
そ
ろ

っ
て
潔
く
散
る
桜
へ
。
思
い
を
寄

せ
る
花
も
、
時
に
よ
っ
て
移
ろ
う

の
は
世
の
習
い
な
の
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
二
十
四
節
気
で
は
「
啓け

い

蟄ち
つ

」
と
な
り
、
地
中
で
休
眠
し
て

い
た
虫
た
ち
が
姿
を
現
わ
す
こ
ろ

と
さ
れ
ま
す
。

　

休
眠
す
る
虫
た
ち
は
、
５
度
以

下
の
低
温
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
、

春
を
迎
え
る
た
め
の
変
化
が
体
内

で
進
み
ま
す
。
寒
い
時
期
を
十
分

に
過
ご
せ
な
か
っ
た
サ
ナ
ギ
は
、

卵
も
あ
ま
り
産
め
な
い
ひ
弱
な
成

虫
に
な
っ
て
し
ま
う
そ
う
で
す
。

　

冬
は
寒
く
、
夏
は
暑
く
。

　

季
節
が
き
ち
ん
と
尽
く
さ
れ
る

こ
と
が
、
自
然
界
に
は
大
切
な
の

で
す
。
厳
し
い
冬
を
引
き
継
い
だ

こ
の
春
、
命
の
蠢し
ゅ
ん
ど
う動は

い
つ
に
な

く
気
ぜ
わ
し
い
は
ず
で
す
。
春
の

虫
の
代
表
格
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
の

初
見
が
間
も
な
く
訪
れ
ま
す
。

　

自
然
界
が
春
本
番
を
迎
え
る
こ

ろ
、
停
滞
気
味
の
政
治
・
経
済
も

「
休
眠
打
破
」
に
な
れ
ば
と
願
う

の
は
私
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

指
宿
市
長
　
豊
留 

悦
男

「
山
笑
う
」
こ
ろ

　
　
　
　
～
休
眠
打
破
で
迎
え
る
春
～春を感じる鷲尾の森の桜

珍しいひな人形が並ぶ
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