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三
月
三
日
の
雛
人
形

　

三
月
三
日
の
お
節
句
に
、
男
の
子
の
雛
人
形
祝

い
を
す
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
す
。
中
野
蛭
沼
の

あ
る
家
で
は
そ
の
家
風
が
あ
り
ま
し
た
。

　

昔
、
豊
臣
の
家
臣
の
武
士
が
、
関
ケ
原
の
合

戦
で
敗
れ
、
戦
い
印
の
旗
を
た
た
ん
で
百
姓
姿
に

身
を
や
つ
し
、
人
目
に
つ
か
な
い
よ
う
に
し
て
、

命
か
ら
が
ら
、
や
っ
と
こ
の
地
に
た
ど
り
着
き
ま

し
た
。

　

当
時
の
蛭
沼
辺
り
は
、
ぼ
う
ぼ
う
と
し
た
山

野
地
帯
で
人
家
も
ま
れ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

こ
で
、
こ
の
武
士
は
百
姓
と
し
て
こ
の
地
に
隠
れ

住
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
徳
川
の

勢
力
地
帯
で
あ
る
関
東
に
逃
れ
た
の
も
敵
を
欺

く
逆
手
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
百
姓
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
も
と
豊
臣

方
の
武
士
と
い
う
こ
と
が
徳
川
方
に
知
れ
れ
ば
、

ど
ん
な
こ
と
が
あ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ

の
暮
ら
し
向
き
に
つ
い
て
も
、
い
つ
も
気
が
許
せ

な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

や
が
て
男
の
子
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
親
と
し
て

は
、
男
の
子
の
祝
い
に
、
あ
の
関
ケ
原
の
戦
い
の

時
に
隠
し
持
っ
て
き
た
旗
印
を
打
ち
立
て
た
い
の

は
、
山
々
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
出

来
な
い
の
で
す
。
あ
く
ま
で
内
々
に
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
も
五
月
の
お
節
句
で
な
く
、
三
月
の
女
の

子
の
節
旬
に
代
え
る
と
い
う
用
意
周
到
さ
で
あ
り

ま
し
た
。
こ
う
し
て
無
事
、
蛭
沼
に
定
着
し
、
幸

せ
な
暮
ら
し
が
出
来
ま
し
た
。

　

や
が
て
一
族
は
「
先
祖
が
こ
う
し
て
幸
福
に
な

れ
た
の
だ
か
ら
の
ぼ
り
は
揚
げ
ず
に
、
ひ
な
人
形

に
す
る
」「
旗
は
決
し
て
揚
げ
て
は
な
ら
な
い
」と
、

代
々
の
子
孫
に
言
い
伝
え
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

狸
塚
の
日
光
山

　

今
か
ら
約
１
７
０
年
ほ
ど
前
の
、
弘
化
３
年

（
１
８
４
６
）
の
資
料
に
よ
る
と
、
大
名
な
ど
が

川
俣
宿
を
通
る
時
に
は
、
付
近
の
村
々
か
ら
人

夫
や
馬
を
差
し
出
す
こ
と
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
狸
塚
村
も
そ
の
内
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

い
わ
ゆ
る
川
俣
宿
の
助す

け
ご
う郷
村
で
あ
り
ま
し
た
。

　

宿
駅
に
使
う
人
馬
の
不
足
を
補
う
た
め
に
、

近
隣
の
村
々
か
ら
人
馬
を
出
さ
せ
る
制
度
を
助

郷
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
指
図
は
宿
場
役
人
か

ら
村
々
の
名
主
を
通
じ
て
使
役
に
出
る
百
姓
に
伝

え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
使
役
に
出
る
人
や
馬
は
村

の
負
担
で
し
た
。
文
字
通
り
の
助
郷
で
す
。
人
や

馬
の
代
わ
り
に
、
現
金
で
負
担
し
た
こ
と
も
あ
る

よ
う
で
す
。

　

狸
塚
村
で
は
助
郷
賃
は
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
出

し
合
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
一
部
に
、
こ
の

台
地
の
山
林
の
収
入
を
充
て
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

こ
う
し
て
、
日に

っ
こ
う
わ
き
お
う
か
ん

光
脇
往
還
川
俣
宿
助
郷
の
経
費

に
充
て
ら
れ
た
台
地
で
あ
っ
た
の
で
村
人
は
、
こ

こ
を
日
光
山
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

▶「おぜのかみさま」に「かきくけこ」。じっくり読んでみると、当たり前の
ような内容にも改めて考えさせられます。標語をどう扱うのか、みんな
が真剣に考えた分だけ効果はあるんじゃないかと思いました。▶成人式
典の撮影は、やり直しが効かない一発勝負。撮影時「はぁーたぁーちっ！」
なんて声掛けをしてシャッターを切ります。そう、大人は20歳ですから。
▶でも今、民法に定める成人年齢を「18歳」以上にする検討がされて
います。皆さんは、どう考えますか？▶18歳になったら「じゅうぅ、はぁー
ちっ！」なんてシャッターを切るんでしょうか。「18」だから「おぉーはぁー
こっ！」とでも？……うーん……。▶羽織袴の男性が今年も複数人見られ
ました。16年前の成人式典ではそれが1名でした。……私です。（深澤）

迎春
（多々良沼公園）

〈
第
七
十
五
回
〉

Photo 原田隆雄（記録ボランティア）

あすへひとこと

若い人たちに語り継ぎたい、
次の世代に残しておきたい。
貴重な話をお届けします―。

邑楽町の昔ばなし
いつの時代までも残したい

ひな祭りの語源は「ひいな遊び」で人形を使ったおままごとのようなも
の。この遊びと３月の厄払いが結びつき今の形になったそうです

この広報紙は、自然保護のため
植物油インキを使用しています。

この広報紙は、見やすいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。
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【発行】邑楽町老人クラブ連合会　【編集】あすへひとこと編集委員会
（平成10年12月31日発行「邑楽町の昔ばなし（第六集）あすへひとこと」）より


