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「
雛
祭
り
」
と
い
う
言
葉
も
生
ま
れ
た
。

　
ち
な
み
に
上
巳
以
外
の
五
節
供
は
一
月

七
日
の
人じ
ん

日じ
つ

、
五
月
五
日
の
端た
ん

午ご

、
七
月

七
日
の
七し
ち
夕せ
き
、
九
月
九
日
の
重ち
ょ
う
よ
う陽で
あ
る
。

節
供
は
も
と
も
と
季
節
の
節
目
の
節せ
ち
日に
ち
に
、

そ
の
時
季
の
供く

御ご(

飲
食
物)

を
神
に
捧

げ
、
そ
れ
を
下
げ
て
人
々
が
共
に
食
べ
る

行
事
だ
っ
た
。
今
は
「
節
句・

」
と
い
う
表

記
が
多
い
が
、元
来
は「
節
供・

」と
書
い
た
。

　
な
お
節
供
や
、ひ
と
が
た
・
天
児
・
這
子
・

上
巳
の
祓
い
・
干
支
暦
は
、
い
ず
れ
も
中

国
伝
来
の
も
の
で
あ
る
。

　
立
雛
か
ら
坐
雛
へ
　
原
初
の
雛
人
形
は
、

紙
で
作
ら
れ
た
紙か
み

雛び
な

だ
っ
た
。
女
男
一
対

の
立
ち
姿
の
立た
ち
雛び
な
だ
。
そ
の
フ
ォ
ー
ム
は
、

現
在
で
も
紙
の
流
し
雛
に
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
男
雛
の
両
袖
を
大
き
く
広
げ
た
姿

は
、
ひ
と
が
た
や
天
児
に
似
て
い
る
。

　
十
五
世
紀
後
半
に
は
、
水
に
流
す
雛
と

室
内
に
飾
っ
て
お
く
雛
が
区
別
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
観
賞
用
の
雛
人
形
は
よ
り

精
巧
に
、
華
美
に
な
っ
て
い
く
。
紙
の
衣

裳
は
布
製
に
な
り
、
顔
は
立
体
的
に
な
っ

た
。
胴
体
も
立
体
化
し
、
安
定
性
の
あ
る

坐
っ
た
姿
の
坐す
わ
り
び
な雛

が
現
れ
、
江
戸
時
代

に
は
十
二
単
や
衣い

冠か
ん

束そ
く

帯た
い

姿
の
坐
雛
―

衣い
し
ょ
う
ぎ

裳
着
雛び
な
が
主
流
に
な
る
。

　
雛
人
形
を
祭
る
場
所
も
変
わ
っ
て
い
く
。

古
く
は
床
に
敷
い
た
緋ひ

毛も
う

氈せ
ん

や
台
の
上
に

祭
ら
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
五

土
な
ど
様
々
な
素
材
で
作
ら
れ
て
い
た
が
、

現
在
は
和
紙
製
が
多
い
。
昨
今
は
ウ
ェ
ブ

上
で
も
神
社
の
お
祓
い
を
受
け
ら
れ
る
が
、

そ
れ
に
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
表
示
し
た

ひ
と
が
た
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
近
代
ま
で
は
医
療
水
準
が
低
く
、
乳
幼

児
や
産
婦
の
死
亡
率
が
非
常
に
高
か
っ

た
。
そ
の
た
め
子
ど
も
用
の
形
代
も
あ
っ

た
。
天あ
ま
が
つ児(

図
２
Ｂ)

と
、這ほ
う
こ子(

図
２
Ｃ)

で
あ
る
。
双
方
と
も
平
安
時
代
に
、
貴
族

の
間
で
用
い
ら
れ
始
め
た
。
子
ど
も
の
枕

元
に
置
き
、
そ
の
子
に
降
り
か
か
る
病
や

厄
災
を
移
し
負
わ
せ
た
。

　
天
児
　
三
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
竹
を
、
丁

字
形
に
組
み
合
わ
せ
て
作
っ
た
。
竹
を
二

本
束
ね
て
胴
体
に
し
、
一
本
の
竹
を
横
に

し
て
両
腕
に
す
る
。
天
辺
に
白
絹
製
の
頭

を
乗
せ
て
顔
と
髪
を
描
き
、
産う
ぶ

着ぎ

な
ど
を

着
せ
た
。
子
ど
も
に
新
し
い
着
物
を
着
せ

る
時
は
、
ま
ず
天
児
に
着
せ
て
い
た
。

　
這
子
　「
祓は
ら

い
子こ

」
か
ら
来
た
名
称
で
、

這は

い
這は

い
す
る
赤
ん
坊
を
か
た
ど
っ
て
い

る
。
白
絹
に
綿
を
入
れ
て
縫
い
合
わ
せ
、

頭
部
を
差
し
込
ん
で
顔
を
描
き
、
絹
糸
の

黒
髪
を
付
け
て
金
紙
で
束
ね
た
。
白
絹
の

本
体
の
ま
ま
の
も
の
が
多
い
が
、
着
物
を

着
せ
る
場
合
も
あ
る
。
感
触
が
柔
ら
か
い

の
で
、
お
も
ち
ゃ
に
も
な
っ
た
。
江
戸
時

　
ひ
と
が
た(

人
形)(

図
２
Ａ)

は
、
形か
た

代し
ろ

と
い
う
呪
物
の
う
ち
、
人
間
に
対
す
る

呪
術
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
人
を
か
た

ど
っ
て
い
る(

人ひ
と

形か
た

代し
ろ)

。

　
古
代
の
日
本
で
は
、
病
気
や
不
幸
の
原

因
は
穢け
が

れ
が
乗
り
移
っ
た
為
だ
と
さ
れ
て

い
た
。
穢
れ
を
清
め
る
呪じ
ゅ

法ほ
う

の
一
つ
と
し

て
、
禊み
そ
ぎや

祓は
ら
えが

行
わ
れ
た
。
祓は
ら

っ
た
穢
れ

は
次
の
よ
う
に
、
ひ
と
が
た
に
移
し
て
祓

い
捨
て
た
。
①
ひ
と
が
た
に
自
分
の
名
前

や
数
え
年
な
ど
を
書
き
、
身
体
を
撫
で
る
。

身
体
に
悪
い
部
分
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
を
念

入
り
に
撫
で
る
。
②
そ
れ
に
息
を
吹
き
か

け
て
魂
を
移
す
。
こ
れ
で
、
ひ
と
が
た
が

自
分
の
身
代
り(

形
代)

に
な
り
、
心
身

の
病
い
や
禍わ
ざ
わい

、
罪
の
穢
れ
が
転
移
さ
れ

る
。
③ 

②
の
ひ
と
が
た
を
川
や
海
に
流

す
、
燃
や
す
、
地
中
に
埋
め
る
な
ど
し
て

祓
い
捨
て
る
。

　
以
上
は
ひ
と
が
た
を
善
用
す
る
白
し
ろ
じ
ゅ
じ
ゅ
つ

呪
術

的
用
法
だ
が
、
黒
く
ろ
じ
ゅ
じ
ゅ
つ

呪
術
的
用
法
も
あ
る
。

人
の
分
身
で
あ
る
ひ
と
が
た
を
傷
つ
け
、

間
接
的
に
本
人
へ
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
の

だ
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
丑う
し

の
刻こ
く

参ま
い

り
の
藁わ
ら
人
形
だ
ろ
う
。
古
く
は
奈
良
の
平

城
京
址
か
ら
、
目
や
胸
に
木
釘
を
打
ち
込

ま
れ
た
板
の
ひ
と
が
た
が
出
土
し
て
い
る
。

　
ひ
と
が
た
は
古
く
は
紙
・
木
・
藁
・
金
属
・

代
に
は
庶
民
に
も
普
及
し
、
女
性
の
お
守

り
と
も
な
っ
た
。
婚
礼
調
度
に
加
え
ら
れ
、

雛
祭
り
に
も
飾
ら
れ
て
い
た
。

　
古
代
に
も
呪
物
・
お
守
り
と
し
て
の
ひ

と
が
た
と
は
別
に
、
リ
カ
ち
ゃ
ん
人
形
の

よ
う
な
お
も
ち
ゃ
の
人
形
も
あ
っ
た
。「
ひ

い
な(

雛)

」
で
あ
る
。
貴
族
の
少
女
が

ひ
い
な
遊
び
を
す
る
様
子
は
、
王
朝
文
学

に
も
描
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
源
氏
物

語
の
『
紅も
み
じ
の
が

葉
賀
』
で
は
、
十
一
歳
の
若
紫

が
元
旦
か
ら
ひ
い
な
遊
び
に
熱
中
し
、
十

を
過
ぎ
た
ら
ひ
い
な
遊
び
は
せ
ぬ
も
の
で

す
よ
、
と
乳
母
に
た
し
な
め
ら
れ
て
い
る
。

　
ひ
い
な
の
形
や
作
り
方
に
つ
い
て
の

は
っ
き
り
し
た
記
録
は
な
い
が
、
女
と
男

一
対
の
立
ち
姿
の
紙
人
形
を
、
手
作
り
し

て
い
た
よ
う
だ
。
こ
れ
に
紙
や
布
の
衣
裳

を
着
せ
て
い
た
。
紙
が
貴
重
品
だ
っ
た
当

時
と
し
て
は
、
贅
沢
な
お
も
ち
ゃ
だ
っ
た
。

　
ひ
い
な
遊
び
か
ら
雛
祭
り
へ
　
雛
祭
り
は

こ
う
し
た
貴
族
の
ま
ま
ご
と
の
ひ
い
な
遊

び
と
、
神し
ん
事じ

の
「
上じ
ょ
う
し巳
の
祓は
ら
い
」
が
、
長

い
歳
月
の
間
に
融
合
し
た
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
上
巳
の
祓
い
は
、
三
月
の
上
巳
の

日
に
水
辺
で
陰
陽
師
に
お
祓
い
を
さ
せ
、

ひ
と
が
た
を
川
や
海
に
流
す
信
仰
行
事

で
、
流
し
雛
の
風
習
の
基
に
な
っ
た
。
三

月
上
巳
は
三
月
最
初
の
巳み

の
日
の
こ
と

で
、「
巳み

」
は
干か
ん
支し

暦れ
き
上
の
日
に
ち
で
あ
る
。

干
支
暦
で
は
毎
年
日
に
ち
が
変
わ
る
た
め
、

後
に
三
月
三
日
に
定
着
し
た
。

　
江
戸
時
代
に
入
る
と
三
月
三
日
は
五
節

供
の
一
つ
と
し
て
祝
日
に
な
り
、
上
巳
の

節
供
は
武
家
の
公
式
儀
礼
に
な
っ
た
。
次

い
で
庶
民
に
も
拡
ま
り
、
女
の
子
の
誕
生

を
祝
い
、
健
や
か
な
成
長
と
結
婚
・
安
産
・

家
庭
円
満
・
長
寿
を
願
う
お
祭
り
に
な
り
、

人
囃ば
や
し子

な
ど
の
供
回
り
の
人
形
や
雛
道
具

の
種
類
が
増
え
、
雛
壇
が
設
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
そ
の
段
数
も
次
第
に
増
え
、

江
戸
末
期
に
は
七
、八
段
に
も
な
っ
た
。

　
こ
う
し
て
観
賞
用
の
高
価
な
雛
人
形
を

飾
り
祭
る
ほ
う
が
メ
イ
ン
に
な
る
と
、
元

来
の
流
し
雛
の
風
習
は
す
た
れ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
雛
人
形
は
ひ
と
が
た
と
、

愛
玩
・
観
賞
の
要
素
を
兼
ね
備
え
た
、
呪

術
性
を
帯
び
た
人
形
と
言
え
る
。
お
守
り

と
し
て
、
女
の
子
は
自
分
専
用
の
雛
人
形

(

一
対
の
内
裏
雛)

を
持
つ
も
の
と
さ
れ

て
き
た
。
婚
礼
調
度
に
も
加
え
ら
れ
、
結

婚
後
の
初
節
句
も
祝
っ
て
い
た
。

　
ち
な
み
に
衣
裳
着
雛
の
胴
体
は
、
藁
の

束
か
桐
で
出
来
て
い
る(

現
代
は
合
成
樹

脂
製
の
も
の
も
あ
る
が)

。
身
体
の
芯
が

藁
束
の
人
形
！
　
や
は
り
、
お
雛
様
は
タ

ダ
モ
ノ
で
は
な
か
っ
た
。

２ 

天
児
と
這
子

場
所
：
山
﨑
記
念 

中
野
区
立
歴
史
民
俗
資
料
館

期
間
：
２
０
２
3
年
２
月
14
日
～
３
月
12
日

９
時
～
17
時
／
月
曜
・
第
３
日
曜
休
／
入
館
無
料

見
所
：
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
約
40

組
の
雛
人
形
を
展
示
。
旧
江
古
田
村
の
名
主
・

山
﨑
家
の
雛
人
形
と
雛
道
具
は
、
中
野
区
指
定

有
形
文
化
財
。
そ
の
う
ち
鯉こ

い

を
運
ぶ「
鯉
桶
」は
、

江
古
田
な
ら
で
は
の
雛
道
具
。
海
が
遠
い
江
古

田
で
は
淡
水
魚
の
鯉
を
生い

け

簀す

に
飼
い
、
祝
い
事

に
贈
っ
た
り
食
べ
た
り
し
て
い
た
。

※
参
考
資
料
は
最
終
頁
に
掲
載

The Origin of Hina Dolls

 ３月３日は桃の節
せ っ く

供。 桃の節供後は、
雛人形はすぐ片付けるものとされてきた。
なぜだろう？
　節供人形は節供が終われば片付けるべき
ものだから、 というのがメインの理由だが、 長
く飾っておくと湿気や日光で人形が傷むから、
という実際的な理由もある。 さらには雛人形
は本来、持主の禍

わざわ

いを肩代りする 「ひとがた」
であり、 厄災を移し負わせたまま放っておくと、
禍いが本人に戻ってしまうから、という説もある。
　この 「ひとがた」 とは何か？ 雛人形のルー
ツを探ってみよう。

1 

ひ
と
が
た

    図 1  御
ご

殿
てん

飾
かざ

りの内裏雛と三人官女  ( 中野区立歴史民俗資料館所蔵 )

    京都を中心とした西日本では、雛段の最上段に紫
し

宸
しん

殿
でん

( 内裏の正殿 )

　を模した御殿を置く、御殿飾りが普及した。制作：1952 年

 　   A  ひとがた               B  天
あまがつ

児                                                                C  這
ほ う こ

子   
 （人

ひと
形
かた

代
しろ

） 

４ 

雛
祭
り
と
雛
人
形

３ 

ひ
い
な

「
企
画
展
」 

お
ひ
な
さ
ま
展 

 　     図 2  形
かた

代
しろ

のバリエーション

※ 

本
誌
の
掲
載
内
容
・
お
知
ら
せ
情
報
は
記
事
作
成
当
時
の
も
の
で
す
。


