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五
節
供
の
ひ
と
つ
、
じ
よ
う上 

し巳
は
旧
暦
３
月
上
旬
の
最
初
の
巳
の
日
、
新
暦
で
は

４
月
上
旬
、
年
に
よ
っ
て
は
20
日
前
後
に
あ
た
る
頃
。「
巳
」
は
十
二
支
の
６
番

目
で
、
冬
の
眠
り
か
ら
さ
め
た
ヘ
ビ
が
顔
を
出
す
、
春
の
季
節
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
ヘ
ビ
は
人
間
と
特
異
な
関
係
を
築
い
て
き
た
摩
訶
不
思
議
な
生
き
物
で
、
日
本

で
も
、古
代
か
ら
水
の
神
や
山
の
神
、雷
神
と
し
て
、あ
る
い
は
そ
の
使
い
と
し
て
、

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
神
話
や
伝
説
に
語
り
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
脱
皮
を
く
り
返
し

再
生
す
る
生
命
力
の
強
さ
が
、
子
孫
繁
栄
の
イ
メ
ー
ジ
と
つ
な
が
る
た
め
で
し
ょ

う
か
。
縄
文
土
偶
や
弁
才
天
な
ど
豊
穣
や
財
福
を
司
る
女
神
の
頭
上
に
ヘ
ビ
を
戴

く
像
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
、
ヘ
ビ
は
男
性
神
と
さ
れ
る
一
方
で
、
女
性
と
の
結

び
つ
き
が
と
て
も
強
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

「
ヘ
ビ
が
脱
皮
を
す
る
ご
と
く
」
活
発
な
成
長
を
祈

る
女
の
子
の
祭
り
、
桃
の
節
供
は
、
今
で
は
こ
の
上

巳
の
時
期
に
収
合
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
で
は
、
上

巳
の
よ
う
な
季
節
の
変
わ
り
目
に
は
禍
を
こ
う
む
り

や
す
い
と
し
て
水
辺
で
邪
気
を
祓
う
習
慣
が
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
が
日
本
に
伝
わ
る
と
ひ
と人 

が
た形
に
け
が
れ

を
移
し
て
流
す
「
流
し
雛
」
な
ど
に
結
び
つ
き
、
豪

華
な
雛
人
形
を
飾
る
風
習
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
の

で
す
。

　
そ
の
雛
壇
を
飾
る
桃
は
古
く
か
ら
仙
木
と
し
て
珍

重
さ
れ
、
橘
（
み蜜 

か
ん柑
の
古
種
）
も
常
緑
の
葉
が
不
老

長
寿
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
て
き
た
神
聖
な
植
物
で
す
。

こ
の
春
は
た
と
え
雛
人
形
を
飾
ら
な
く
と
も
、
古
に

な
ら
っ
て
桃
や
橘
の
草
花
を
生
け
、
節
供
を
祝
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

橘
が
手
に
入
ら
な
け
れ
ば
、
柑
橘
類
の
常
緑
樹
で
代
用
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
時
期
、
ホ
ル
モ
ン
機
能
を
活
性
化
さ
せ
、
後
に
つ
づ
く
夏
か
ら
冬
の
季
節

を
乗
り
越
え
る
力
を
蓄
え
る
た
め
に
も
、
花
を
愛
で
、
体
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は

と
て
も
有
益
で
す
。
桃
や
桜
、
す
み
れ菫
の
花
を
塩
漬
け
に
し
た
も
の
や
、
ふ
き蕗
の
と
う薹
な

ど
を
い
た
だ
い
て
眼
・
鼻
・
舌
で
春
を
感
じ
、
自
然
に
合
わ
せ
た
リ
ズ
ム
で
、
ゆ

っ
く
り
と
体
を
目
覚
め
さ
せ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

こ
と
わ
り

「春を告げる桃の花」
イッサイモモ『本草図説』 
所蔵／東京国立博物館 

Image: TNM Image Archives

い
ど・り
え
こ
／
民
俗
情
報
工
学
研
究
家
。１
９
６
４
年
、

北
海
道
生
ま
れ
。多
摩
美
術
大
学
非
常
勤
講
師
。節
句

の
会「
ア
エ
ノ
コ
ト
：
節
句
の
饗
応
」を
は
じ
め
、伝
統
儀

礼
や
風
習
の
意
味
を
民
俗
学
的
に
解
明
し
今
に
具
現
化

す
る
提
案
を
行
う
。著
書
に『
暦・し
き
た
り・ア
エ
ノ
コ
ト 

日
本
人
が
大
切
に
し
た
い
う
つ
く
し
い
暮
ら
し
』な
ど
。

第

三

回

日
の
国

ニ
�
ポ
ン
の

理
こ
と
わ
り

た
ち
ば
な

い
に
し
え

わ
ざ
わ
い

草
花
で
祝
う
、

再
生
の
節
目




